
【
要
旨
】

　

中
世
前
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
賦
光
源
氏
物
語
詩
』
の
解
釈
・
注
釈
稿
の
第
十
稿
。
そ

れ
ぞ
れ
の
巻
を
詠
む
漢
詩
（
七
律
）
が
、
ど
の
よ
う
に
物
語
の
内
容
と
関
連
し
て
い
る

か
明
ら
か
に
す
る
。

　

【
キ
イ
ワ
ー
ド
】
源
氏
物
語　

漢
詩　

翻
案
物

三
十
九　

夕
霧

尋
入
松
崎
幽
谷
路　

尋
ね
入
る　

松
が
崎
の
幽
谷
の
路

只
聞
瀧
水
又
虫
声　

只
だ
瀧
水
又ま
た

虫
の
声
を　

聞
く
の
み

木
枯
吹
払
人
猶
少　

木こ

枯が
ら
し

吹
き
払
ひ
て　

人
猶
し
少ま
れ

ら
に

稲
葉
踏
分
鹿
自
鳴　

稲
葉
踏
み
分
け　

鹿
自
ら
に
鳴
く

小
野
秋
花
纔
駐
艷　

小
野
の
秋
花　

纔
か
に
艷
を
駐と
ど

め

深
宮
夕
霧
遂
残
名　

深
宮
の
夕
霧　

遂
に
名
を
残
せ
り

塗
籠
戸
是
関
岩
戸　

塗ぬ
り

籠ご
め

の
戸
は　

是
れ
関
の
岩
戸

山
鳥
含
愁
感
思
生　

山
鳥
愁
へ
を
含
み
て　

感
思
生な

る

〈
七
律
。
声
・
鳴
・
名
・
生
（
下
平
声
庚
韻
）〉

巻
名
は
第
六
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
、
病
の
一
条
御
息
所
が
加
持
祈
祷
を
受
け
る

た
め
、
娘
落
葉
の
宮
と
共
に
小
野
の
山
荘
に
移
り
、
八
月
中
旬
の
頃
、
夕
霧
が
そ
れ
を
見
舞
う
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
も
と
よ
り
彼
の
思
い
は
落
葉
の
宮
に
あ
り
、
思
い
を
訴
え
る
が
、
彼
女
は
心

を
鎖
す
。
夕
方
の
霧
に
籠
め
ら
れ
て
、
帰
路
の
覚
束
な
さ
を
理
由
に
、
そ
の
彼
女
の
も
と
に
留
ま

り
、
手
探
り
し
て
宮
を
求
め
た
夕
霧
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
身
の
過
ち
と
し
て
後
悔
す
る
。
ま

た
、
母
御
息
所
に
修
法
を
行
っ
て
い
た
律
師
も
、
夕
霧
と
宮
と
の
関
係
を
察
し
、
御
息
所
に
漏
ら

す
の
で
あ
っ
た
。
母
は
娘
の
心
中
を
察
し
て
あ
れ
こ
れ
詮
索
も
せ
ず
、
届
け
ら
れ
て
い
た
夕
霧
の

文ふ
み

を
見
て
返
書
を
認
め
る
。
母
は
彼
の
娘
へ
の
思
い
を
頼
み
に
し
た
い
気
持
ち
も
あ
り
、
心
の
程

を
確
か
め
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
文
は
彼
の
妻
雲
居
雁
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
。
夕
霧
は
そ

の
返
書
も
で
き
ず
、
加
え
て
宮
の
も
と
を
訪
れ
な
か
っ
た
の
で
、
悲
嘆
し
た
母
御
息
所
の
病
状
は

急
変
、
死
に
至
っ
て
し
ま
う
。
御
息
所
葬
送
の
後
、
夕
霧
は
宮
を
慰
め
に
訪
れ
る
が
、
一
方
で
妻

雲
居
雁
は
心
穏
や
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
光
源
氏
も
夕
霧
と
宮
の
噂
を
耳
に
す
る
も
の
の
口
出
し

で
き
ず
に
い
る
。
御
息
所
の
法
事
を
盛
大
に
行
っ
た
夕
霧
は
宮
を
も
と
の
一
条
宮
に
移
す
準
備
を

進
め
、
従い
と
こ兄
の
大
和
守
の
助
力
も
得
て
、
彼
女
を
一
条
宮
に
迎
え
入
れ
る
が
、
そ
の
心
は
猶
頑
な

で
あ
る
。
夕
霧
は
花
散
里
・
光
源
氏
と
対
面
後
、
雲
居
雁
の
嫉
妬
心
を
宥
め
よ
う
と
す
る
が
、
や
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が
て
彼
が
宮
と
契
り
を
交
わ
す
に
至
り
、
落
胆
し
た
彼
女
は
父
致
仕
の
大
臣
邸
に
去
り
、
夕
霧
は

困
惑
す
る
。
巻
末
に
は
致
仕
の
大
臣
の
落
葉
の
宮
へ
の
圧
力
や
、
共
に
夕
霧
の
子
息
を
多
く
設
け

て
い
る
雲
居
雁
と
藤
典
侍
の
歌
の
贈
答
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
聯
毎
に
訳
出
す
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

（
夕
霧
様
は
御
息
所
様
の
お
見
舞
い
に
と
）
松
が
崎
の
奥
深
い
谷た
に

間あ
い

の
道
に
尋
ね
入
ら
れ
た

の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
た
だ
滝
の
水
音
や
虫
の
声
ば
か
り
が
聞
こ
え
く
る
よ
う
な

と
こ
ろ
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

木こ

枯が
ら
しが
あ
た
り
を
吹
き
払
い
、
人
の
気
配
も
稀
れ
で
、
稲
の
葉
を
踏
み
分
け
て
鹿
も
お
の
ず

か
ら
に
鳴
く
と
い
う
た
た
ず
ま
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

小
野
の
山
里
の
秋
の
花
は
わ
ず
か
に
そ
の
美
し
い
名
残
り
を
留
め
て
お
り
ま
し
て
、
奥
深
い

山
里
の
住
居
に
物
さ
び
し
く
立
ち
籠
め
る
夕
霧
と
歌
に
も
詠
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
夕
霧
を

大
将
様
（
光
源
氏
と
葵
の
上
の
子
）
の
名
と
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。

（
落
葉
の
宮
様
は
一
条
宮
に
戻
ら
れ
ま
す
と
）
塗ぬ
り

籠ご
め

に
（
鉤か
ぎ

を
掛
け
て
）
籠
も
ら
れ
ま
し
た

が
、（
そ
れ
は
ま
さ
に
夕
霧
様
が
詠
ま
れ
ま
し
た
よ
う
に
）
関せ
き

の
岩い
わ

門か
ど

そ
の
も
の
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
夕
霧
様
は
雌
雄
別
々
に
寝
る
と
云
う
山
鳥
の
よ
う
な
愁
し
い
物
思
い
を
な
さ
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

首
聯
第
一
句
は
、
一
条
御
息
所
が
療
治
の
為
に
落
葉
の
宮
と
共
に
籠
る
小
野
山
荘
を
夕
霧
が
訪

れ
る
場
面
、

八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
辺
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ
ろ
な
る
に
、
山
里
の
あ
り

さ
ま
の
い
と
ゆ
か
し
け
れ
ば
…
…
親
し
き
か
ぎ
り
五
六
人
ば
か
り
狩
衣
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
。
こ0

と
に
深
き
道
な
ら
ね
ど
、
松
が
崎

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
小
山
の
色
な
ど
も
、
さ
る
巌
な
ら
ね
ど
秋
の
け
し
き
づ

き
て
…
。

（
④
397
頁
13
行
～
398
頁
８
行
）

を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
第
二
句
は
、
夕
霧
が
落
葉
の
宮
に
思
い
を
訴
え
る
場
面
、

風
い
と
心
細
う
更ふ

け
ゆ
く
夜
の
け
し
き
、
虫
の
音
も
、
鹿
の
な
く
音
も
、
滝
の
音
も
、
ひ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

つ
に
乱
れ
て

0

0

0

0

0

艶
な
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
た
だ
あ
り
の
あ
は
つ
け
人
だ
に
寝
ざ
め
し
ぬ
べ
き
空
の

け
し
き
…
。

（
④
408
頁
１
～
３
行
）

を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
御
息
所
と
落
葉
の
宮
の
山
里
の
住
居
の
環
境
が

描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
尋
入
」
は
「
さ
き
ぬ
や
と
し
ら
ぬ
山
ぢ
に
た
づ
ね
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

わ

れ
を
ば
花
の
し
を
る
な
り
け
り
」（『
千
載
集
』
60
「
尋
深
山
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」

摂
政
前
右
大
臣
兼
実
）
な
ど
と
い
う
含
意
で
、
歌
に
も
用
い
ら
れ
る
表
現
。
ま
た
、「
幽
谷
」
は

「
伐
木
丁
々
、
鳥
鳴
嚶
々
、
出
二
自
幽
谷
0

0

一
、
遷
二
于
喬
木
一
」（『
毛
詩
』
小
雅
「
伐
木
」）
が
有
名

か
。
漢
詩
で
は
人
里
離
れ
た
深
く
薄
暗
い
谷
間
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
が
、
前
掲
原
文
に
は
「
こ

と
に
深
き
道
な
ら
」
ず
、「
さ
る
巌
な
ら
ね
ど
秋
の
け
し
き
づ
き
て
」
と
い
う
次
第
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
こ
は
漢
詩
作
者
の
思
い
入
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。「
只
聞
」
は
た
だ
聞
こ
え
て
く

る
ば
か
り
の
意
。「
空
山
不
レ
見
レ
人
、
但
聞
0

0

人
語
響
」（
王
維
「
鹿
柴
」）「
不
レ
看
二
細
脚
一
只
聞
0

0

レ

声
」（「
夜
雨
」『
菅
家
文
草
』
巻
五
）
は
類
例
。「
瀧
（
滝
）
水
」
は
「
滝
の
水

0

0

0

こ
の
も
と
近
く

流
れ
ず
は
う
た
か
た
花
も
有
り
と
み
ま
し
や
」（『
小
町
集
』
70
「
遣
水
に
菊
の
花
浮
き
た
り
し

に
」）「
風
に
散
る
秋
の
紅も
み
ぢ葉
は
の
ち
つ
ひ
に
滝
の
水

0

0

0

こ
そ
お
と
し
は
て
け
れ
」（『
躬
恒
集
』
740
）

の
よ
う
に
滝
の
流
水
の
こ
と
。
猶
、「
涼
風
写
得
巌
松
韻
、
暮
雨
偸
将
瀧
水
0

0

声
」（
小
野
美
材
「
賦

二
秋
思
一
」『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
上
・
秋
興
205
）
と
見
え
る
の
を
柳
沢
良
一
『
新
撰
朗
詠
集
全
注
釈　

二
』（
新
典
社
、
平
成
23
年
）
は
漢
詩
解
釈
の
作
法
に
従
っ
て
「
隴0

水
声
」
の
誤
写
と
し
て
い
る

が
、『
別
本
和
漢
兼
作
集
』（
巻
八
・
409
）『
和
漢
兼
作
集
』（
巻
六
・
618
）
で
も
「
滝0

水
」
と
す
る
。

恐
ら
く
中
国
の
川
の
名
と
し
て
の
そ
れ
や
「
隴
水
」
と
は
別
に
、
文
字
通
り
王
朝
漢
詩
で
は
、
た0

き0

の
流
れ
と
解
釈
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
（
そ
れ
は
和
習
と
し
て
も
）
と
稿
者
は
思
う
。
草

深
い
山
里
に
は
「
虫
声
」
も
も
っ
と
も
だ
が
、
秋
の
季
節
と
病
人
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、「
新

秋
久
病
客
、
起
歩
二
村
南
道
一
、
尽
日
不
レ
逢
レ
人
、
虫
声
0

0

徧
二
荒
草
一
」（「
村
居
臥
病
三
首
」
其
二

『
白
氏
文
集
』
巻
一
〇
）
と
い
う
詩
句
も
あ
る
。

頷
聯
も
小
野
山
荘
の
佇
ま
い
で
あ
る
が
、
場
面
は
か
な
り
飛
ん
で
、
御
息
所
が
亡
く
な
っ
た
後
、

夕
霧
が
山
荘
の
落
葉
の
宮
を
気
遣
っ
て
訪
れ
た
件
、

九
月
十
余
日
、
野
山
の
け
し
き
は
、
深
く
見
知
ら
ぬ
人
だ
に
た
だ
に
や
は
お
ぼ
ゆ
る
。
山
風

に
た
へ
ぬ
木
々
の
梢
も
、
峰
の
葛
葉
も
心
あ
わ
た
た
し
う
あ
ら
そ
ひ
散
る
紛
れ
に
、
尊
き
読

経
の
声
か
す
か
に
、
念
仏
な
ど
の
声
ば
か
り
し
て
、
人
の
け
は
ひ
い
と
少
な
う
、
木
枯
の
吹

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き
払
ひ
た
る

0

0

0

0

0

に
、
鹿0

は
た
だ
籬
の
も
と
に
た
た
ず
み
つ
つ
、
山
田
の
引
板
に
も
驚
か
ず
、
色

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

濃
き
稲
ど
も
の
中
に
ま
じ
り
て
う
ち
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
愁
へ
顔
な
り
。

（
④
447
頁
13
行
～
448
頁
７
行
）
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と
あ
る
あ
た
り
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。「
木
枯
」
は
木
を
吹
き
枯
ら
す
風
で
歌
語
。「
山
里
は

さ
び
し
か
り
け
り
木
枯
し
の
吹
く

0

0

0

0

0

0

夕
暮
れ
の
ひ
ぐ
ら
し
の
声
」（『
千
載
集
』
303
藤
原
仲
実
）
と
あ

り
、
物
淋
し
さ
を
漂
わ
せ
る
も
の
で
、『
千
載
集
』
で
は
こ
の
歌
の
後
に
続
い
て
哀
し
い
鹿
の
鳴

き
声
の
歌
群
が
あ
り
、
例
え
ば
「
さ
ら
ぬ
だ
に
夕
べ
さ
び
し
き
山
里
の
霧
の
ま
が
き
に
を
し
か
鳴

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

く0

な
り
」（
311
侍
賢
門
院
堀
河
）「
を
の
へ
よ
り
門
田
0

0

に
通
ふ
秋
風
に
稲
葉
を
わ
た
る
さ
を
し
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
声
0

0

」（
325
寂
蓮
）
な
ど
の
作
が
見
え
る
が
、
こ
の
詠
歌
の
内
容
が
物
語
本
文
や
漢
詩
の
表
現
に

も
頗
る
通
う
よ
う
に
感
ず
る
の
は
稿
者
の
僻
目
だ
ろ
う
か
（
猶
、
他
の
勅
撰
集
で
は
こ
の
よ
う

な
関
連
性
は
見
出
せ
な
い
。『
源
氏
』
に
通
じ
て
い
た
俊
成
な
ら
で
は
と
い
う
の
は
思
い
過
ご
し

か
）。「
吹
払
」
は
風
が
吹
き
払
う
意
で
、「
雲
暗
空
中
清
輝
少
、
風
来
吹
払
0

0

看
更
皎
」（
嵯
峨
天
皇 

「
和
二
内
史
貞
主
秋
月
歌
一
」『
文
華
秀
麗
集
』
巻
下
）
は
一
例
。「
人
猶
少
」
は
人
影
の
殆
ど
な
い

様
。「
人
少
0

0

庭
宇
曠
、
夜
涼
風
露
清
」（「
夏
夜
宿
直
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
九
）
と
あ
り
、「
寂
々

松
楹
人
到
少

0

0

0

、
更
排
二
禅
閣
一
与
レ
僧
談
」（
輔
仁
親
王
「
山
寺
即
事
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
一
〇
・

729
）
な
ど
と
云
う
に
殆
ど
同
じ
。「
稲
葉
」
も
刈
り
入
れ
前
の
稲
を
言
い
、
歌
語
と
し
て
『
万
葉

集
』
以
来
詠
み
継
が
れ
て
来
て
い
る
が
、
鹿
と
の
関
連
で
言
え
ば
前
掲
寂
蓮
歌
や
「
旅
寝
し
て
暁

方
の
鹿
の
音

0

0

0

に
稲
葉
0

0

お
し
な
み
秋
風
ぞ
吹
く
」（『
新
古
今
集
』
920
「
旅
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
」

源
経
信
）
な
ど
も
あ
る
。「
踏
分
」
は
勿
論
「
奥
山
に
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿

0

0

0

0

0

0

0

の
声
聞
く
時
ぞ
秋

は
悲
し
き
」（『
古
今
集
』
215
読
人
不
知
）
を
意
識
し
て
用
い
た
表
現
。「
鹿
鳴
」
は
早
く
『
毛

詩
』（
小
雅
「
鹿
鳴
」）
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
鹿
が
鳴
い
て
良
き
賓
客
を
招
き
、
酒
肴
を
共
に
し

宴
楽
す
る
意
で
あ
る
が
、
本
朝
で
は
秋
の
悲
哀
と
重
ね
詠
む
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。

頸
聯
も
や
は
り
小
野
山
荘
周
辺
の
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
か
。
夕
霧
が
落
葉
の
宮

に
歌
を
贈
る
前
段
、

空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
に
霧き

り
わ
た
り
て
、
山
の
蔭
は
小
暗
き
心
地
す
る
に
、
蜩
ひ
ぐ
ら
し

鳴
き
し

き
り
て
、
垣
ほ
に
生お

ふ
る
撫
子
の
う
ち
な
び
け
る
色
も
を
か
し
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

見
ゆ
。
前
の
前
栽
の
花
ど

0

0

0

0

0

0

0

も
は
、
心
に
ま
か
せ
て
乱
れ
あ
ひ
た
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
水
の
音
い
と
涼
し
げ
に
て
、
山
お
ろ
し
心
す
ご

く
、
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
わ
た
さ
れ
な
ど
し
て
…
…
。

（
④
401
頁
15
行
～
402
頁
７
行
）

と
あ
る
あ
た
り
が
第
五
句
の
背
景
で
、
第
六
句
は
前
文
に
続
い
て
、

…
…
霧
の
た
だ
こ
の
軒
の
も
と
ま
で
立
ち
わ
た
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、「
ま
か
で
ん
方
も
見
え
ず
な
り
ゆ
く

は
。
い
か
が
す
べ
き
」
と
て
、

　
　

山（
夕
霧
）里
の
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
夕
霧
に
た
ち
出
で
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

空
も
な
き
心
地
し
て

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

　
　

山（
宮
）が
つ
の
ま
が
き
を
こ
め
て
立
つ
霧

0

0

0

も
心
そ
ら
な
る
人
は
と
ど
め
ず

ほ
の
か
に
聞
こ
ゆ
る
御
け
は
ひ
に
慰
め
つ
つ
、
ま
こ
と
に
帰
る
さ
忘
れ
は
て
ぬ
。「
中
空
な

る
わ
ざ
か
な
。
家
路
は
見
え
ず
、
霧
の
籬

0

0

0

は
、
立
ち
ど
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ず
や
ら
は
せ
た
ま

ふ
…
…
。

（
④
403
頁
１
～
12
行
）

あ
た
り
の
贈
答
歌
が
見
ら
れ
る
部
分
を
意
識
し
て
詠
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
古
典
詩
で
「
秋

花
」
と
言
え
ば
先
ず
菊
で
、
芦
荻
や
蕎
麦
が
次
ぐ
で
あ
ろ
う
か
。
王
朝
漢
詩
で
は
蕎
麦
は
見
え
な

い
が
、
菊
や
芦
荻
の
類
は
見
え
る
。
こ
こ
で
は
物
語
文
中
の
「
撫
子
」
や
「
前
栽
の
花
ど
も
」
を

指
す
こ
と
に
な
る
。「
有
二
秋
花
0

0

一
逐
二
暁
露
一
、
軽
葩
細
蕊
」（
源
順
「
秋
日
遊
二
白
河
院
一
同
賦
二

秋
花
逐
レ
露
開
一
詩
序
」『
本
朝
文
粋
』
巻
一
一
・
323
）
は
本
朝
の
一
例
。「
遶
レ
塚
秋
花
0

0

少
二
顔
色
一
、 

細
虫
小
蝶
飛
翾
々
」（「
東
墟
晩
歇
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
二
）
と
見
え
る
、
ど
こ
と
な
く
物
淋
し

い
イ
メ
ー
ジ
の
秋
の
花
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。「
艶
」
は
花
の
美
し
い
色
つ
や
。「
素
艶0

風
吹

膩
粉
開
」（「
戯
題
二
木
蘭
花
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
二
〇
）「
杏
艶0

桃
嬌
奪
二
晩
霞
一
」（
唐
彦
謙
「
曲

江
春
望
」）「
聞
得
園
中
花
養
レ
艶0

、
請
君
許
レ
折
二
一
枝
春
一
」（
紀
斉
名
「
恋
」『
和
漢
朗
詠
集
』

巻
下
・
恋
783
）
な
ど
は
そ
の
例
。「
深
宮
」
は
「
唯
向
二
深
宮
0

0

一
望
二
明
月
一
、
東
西
四
五
百
廻
円
」

（「
上
陽
白
髪
人
」『
白
氏
文
集
』
巻
三
）「
日
暮
深
宮
0

0

裏
、
重
門
閉
不
レ
開
」（
嵯
峨
帝
「
長
門

怨
」『
文
華
秀
麗
集
』
巻
中
）
の
よ
う
に
、
忘
れ
去
ら
れ
た
奥
深
い
宮
殿
の
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
こ

こ
で
は
山
深
い
小
野
山
荘
を
指
し
て
い
る
。「
夕
霧
」
は
「
残
雲
収
二
翠
嶺
一
、
夕
霧

0

0

結
二
長
空
一
」

（
唐
太
宗
「
遠
山
澄
二
碧
霧
一
」『
初
学
記
』
巻
二
・
霧
）「
雖
レ
愁
三
夕
霧
0

0

埋
二
人
枕
一
、
猶
愛
三
朝
雲

出
二
馬
鞍
一
」（
大
江
朝
綱
「
山
居
秋
晩
」『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
霧
342
）
と
あ
る
よ
う
に
、
夕

べ
に
立
つ
霧
の
こ
と
で
、
物
語
文
中
に
も
見
え
た
通
り
だ
が
、
こ
の
詩
句
で
は
主
人
公
の
人
物
名

と
し
て
の
方
に
重
点
が
あ
る
。「
残
名
」
は
「
俊
蔭
は
、
は
げ
し
き
浪
風
に
お
ぼ
ほ
れ
、
知
ら
ぬ

国
に
放
た
れ
し
か
ど
、
な
ほ
さ
し
て
行
き
け
る
方
の
心
ざ
し
も
か
な
ひ
て
、
つ
と
に
他ひ
と

の
朝み
か
ど廷

に
も
わ
が
国
に
も
あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど
を
弘
め
、
名
を
残
し
け
る

0

0

0

0

0

0

」（
絵
合
巻
②
380
頁
６
～
９

行
）
と
見
え
て
い
た
よ
う
に
、
名
声
を
後
世
に
留
め
る
意
。
行
基
最
期
の
弟
子
へ
の
戒
め
の
こ
と

ば
に
も
「
虎
は
死
し
て
皮
を
残
す
。
人
は
死
て
名
を
残
す

0

0

0

0

」（『
十
訓
抄
』
第
四
・
一
行
基
菩
薩
の

遺
戒
）
な
ど
と
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

尾
聯
は
、
整
え
ら
れ
た
一
条
宮
に
夕
霧
が
待
構
え
る
中
、
落
葉
の
宮
が
泣
く
泣
く
帰
還
し
た
場

面
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

宮
は
い
と
心
憂
く
、
情
な
く
あ
は
つ
け
き
人
の
心
な
り
け
り
と
ね
た
く
つ
ら
け
れ
ば
、
若
々
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し
き
や
う
に
は
言
い
騒
ぐ
と
も
と
思
し
て
、
塗
籠
0

0

に
御お
ま
し座
一
つ
敷
か
せ
た
ま
て
、
内
よ
り
鎖さ

し
て
大
殿
籠
り
に
け
り
。

（
④
467
頁
12
～
15
行
）

彼
女
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
こ
と
で
、
夕
霧
を
拒
絶
す
る
態
度
で
あ
る
。
彼
は
恨
め
し
く
思
い
つ

つ
、
そ
れ
で
も
頑
な
彼
女
の
心
を
解
き
ほ
ぐ
す
べ
く
つ
と
め
る
条
、

男
君
は
め
ざ
ま
し
う
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
…
…
よ
ろ
づ
に
思
ひ
明
か
し
た
ま

ふ
。
山
鳥
の
心
地
ぞ
し
た
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
る
。
か
ら
う
じ
て
明
け
方
に
な
り
ぬ
。
か
く
て
の
み
、
事

と
い
へ
ば
、
直ひ
た

面お
も
てな
べ
け
れ
ば
出
で
た
ま
ふ
と
て
、「
た
だ
い
さ
さ
か
の
隙ひ
ま

を
だ
に
」
と
、

い
み
じ
う
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
い
と
つ
れ
な
し
。

　
　

「
う（
夕
霧
）ら
み
わ
び
胸
あ
き
が
た
き
冬
の
夜
に
ま
た
鎖さ

し
ま
さ
る
関
の
岩
門

0

0

0

0

聞
こ
え
ん
方
な
き
御
心
な
り
け
り
」
と
、
泣
く
泣
く
出
で
た
ま
ふ
。

（
④
468
頁
２
～
10
行
）

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
詩
句
は
殆
ど
が
物
語
文
と
対
応
す
る
和
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
語

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。「
含
愁
」
は
愁
し
い
思
い
を
内う
ち

に
ひ
め
る
意
。「
歎
息
下
二
蘭
閤
一
、

含0

レ
愁0

奏
二
雅
琴
一
」（
柳
惲
「
長
門
怨
」『
玉
台
新
詠
』
巻
五
）「
弱
歳
辞
二
漢
闕
一
、
含0

レ
愁0

入
二
胡

関
一
」（
嵯
峨
天
皇
「
王
昭
君
」『
文
華
秀
麗
集
』
巻
中
）
は
そ
の
例
の
一
端
。「
感
思
」
は
「
詩

人
感0

レ
物0

而
思0

」（
都
良
香
「
早
春
侍
レ
宴
賦
二
陽
春
詞
一
詩
序
」『
本
朝
文
粋
』
巻
八
・
214
）
と
い

う
こ
と
で
、
感
じ
思
う
こ
と
、
思
い
。

四
十　

御
法

紫
上
命
如
萩
上
露　

紫
の
上
の
命い
の
ちは
萩
の
上
の
露
の
如
し

只
思
今
世
駐
遺
芬　

只
だ
思
ふ
の
み　

今
の
世
に
遺
芬
を
駐と
ど

め
ん
こ
と
を

毎
三
陽
節
可
供
仏　

三
陽
の
節
毎
に　

仏
に
供
す
可
く

以
両
樹
花
欲
属
君　

両
樹
の
花
を
以
て　

君
に
属
せ
ん
と
欲
す

雁
序
半
闌
催
別
緒　

雁
序
半な
か

ば
闌た

け
ん
と
し
て　

別
れ
の
緒
を
催
し

鷲
峯
一
乗
讃
真
文　

鷲
峯
一
乗　

真ま
こ
との
文ふ
み

を
讃た
た

へ
ん

千
年
契
断
化
煙
後　

千
年
の
契
り
断
ゆ　

煙
と
化
す
後

片
々
纔
残
秋
夕
雲　

片
々
と
し
て
纔
か
に
残
る　

秋
夕
の
雲

〈
七
律
。
芬
・
君
・
文
・
雲
（
上
平
声
文
韻
）〉

巻
名
そ
の
も
の
は
詠
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
敢
て
言
え
ば
「
仏
」
や
「
一
乗
讃
真
文
」
が
含
み

持
つ
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
巻
は
病
が
重お
も

り
、
死
期
の
迫
る
紫
の
上
の
様
子
か
ら
始
ま

る
。
出
家
は
止
め
ら
れ
た
も
の
の
、
彼
女
は
三
月
の
桜
の
花
盛
り
の
折
に
『
法
華
経
』
千
部
供
養

を
二
条
院
で
行
い
、
人
々
と
の
今
生
の
名
残
り
を
惜
し
む
。
夏
に
は
、
幼
少
の
頃
彼
女
に
養
育
さ

れ
た
明
石
の
中
宮
の
見
舞
い
を
受
け
、
二
条
院
を
匂
宮
に
譲
る
と
遺
言
し
、
秋
に
光
源
氏
や
中
宮

と
別
れ
の
歌
を
交
わ
し
て
は
か
な
く
な
っ
た
。
彼
女
の
死
顔
に
見
入
る
光
源
氏
と
夕
霧
で
あ
っ
た

が
、
即
日
葬
儀
が
行
わ
れ
、
彼
ら
は
悲
嘆
に
く
れ
る
。
致
仕
の
大
臣
（
葵
の
上
の
兄
）
や
世
の

人
々
も
彼
女
へ
の
追
慕
深
く
、
秋
好
中
宮
の
弔
問
の
文
（
ふ
み
）
に
心
動
か
さ
れ
つ
つ
、
光
源
氏

は
出
家
を
思
い
勤
行
に
つ
と
め
、
一
方
で
追
善
法
要
が
夕
霧
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
聯
毎
に
通
釈
を

掲
げ
て
み
よ
う
。

紫
の
上
様
の
お
命
は
さ
な
が
ら
萩
の
上
の
露
の
ご
と
く
（
は
か
な
い
も
の
）
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
た
だ
た
だ
、
今
生
に
残
り
香
を
と
ど
め
よ
う
と
な
さ
る
ば
か
り
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。

（
紫
の
上
様
は
）
毎
年
春
の
（
花
の
）
季
節
毎
に
、
仏
様
に
お
供
え
下
さ
る
べ
く
、（
こ
の

二
条
院
の
）
紅
梅
と
桜
を
も
っ
て
匂
宮
様
に
付
託
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

秋
も
中
ば
過
ぎ
よ
う
と
い
う
（
八
月
）
頃
、（
紫
の
上
様
は
、
光
源
氏
や
明
石
の
中
宮
様

と
）
永と

遠わ

の
訣わ
か

別れ

の
一ひ
と

時と
き

を
お
持
ち
に
な
り
（
世
を
去
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
日
の
う
ち
に

葬
儀
も
営
ま
れ
ま
し
て
、
紫
の
上
様
へ
の
追
慕
頻
り
な
夕
霧
様
も
光
源
氏
様
も
）
御
仏
の
最

も
尊
い
教
え
を
有た
も

ち
成
仏
な
さ
る
よ
う
に
ま
こ
と
の
こ
と
ば
（
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え
念
じ

（『
法
華
経
』
な
ど
も
読
誦
）
な
さ
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
光
源
氏
様
は
紫
の
上
様
と
）
千
年
も
ご
一
緒
に
と
思
い
交
わ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
そ
の
願
い
が
断
た
れ
て
お
し
ま
い
に
な
り
、
紫
の
上
様
が
煙
と
な
っ
て
（
天
に
昇
っ

て
）
し
ま
わ
れ
た
、
そ
の
後
、
か
た
わ
れ
に
わ
ず
か
に
残
る
の
は
秋
の
夕
方
の
雲
な
の
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。

首
聯
は
「
い
と
あ
つ
し
く
」（
④
493
頁
２
行
）「
い
と
ど
あ
え
か
に
な
り
ま
さ
り
た
ま
へ
る
」

（
同
上
５
行
）
紫
の
上
の
余
命
短
き
こ
と
を
詠
む
も
の
。
彼
女
が
「
残
り
す
く
な
し
と
身
を
思
し

た
る
」（
④
498
頁
５
行
）
と
自
覚
し
、
せ
め
て
こ
の
世
に
良
き
余な
ご
り波
を
と
思
っ
た
の
は
無
理
な
い

こ
と
と
思
う
。
詩
句
は
直
接
的
に
は
彼
女
の

お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ
る
る
萩
の
う
は
露

0

0

0

0

0

（
④
505
頁
２
～
３
行
）
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と
詠
ん
だ
歌
を
ふ
ま
え
る
。
人
命
の
儚
さ
は
「
人
生
如0

二
朝
露
0

0

一
」（『
漢
書
』
蘇
武
伝
）「
薤
上
朝0

露0

何
易
レ
晞
、
露
晞
明
朝
更
復
落
、
人
死
一
去
何
時
帰
」（『
古
今
注
』「
薤
露
行
」。
陸
機
「
挽
歌

詩
」〈『
文
選
』
巻
二
八
〉
の
李
善
注
所
引
）
な
ど
と
見
え
、「
あ
り
さ
り
て
後
も
逢
は
む
と
思
へ

こ
そ
つ
ゆ
の
い
の
ち

0

0

0

0

0

0

も
継
き
つ
つ
渡
れ
」（『
万
葉
集
』

3933
平
群
女
郎
）「
人
之
在
レ
世
也
、
殆
如

二
花
上
之
露0

一
」（
兼
明
親
王
「
兎
裘
賦
」『
本
朝
文
粋
』
巻
一
・
13
）
他
本
朝
で
も
よ
く
詠
ま
れ
、

「
鳴
き
渡
る
雁
の
涙
や
落
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
や
ど
の
萩
の
上
の
露

0

0

0

0

0

」（『
古
今
集
』
221
読
人
不
知
）

と
萩
と
露
を
結
び
つ
け
た
日
本
ら
し
い
表
現
あ
た
り
も
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。「
今

世
」
は
今
の
世
の
中
、
こ
こ
で
は
今
生
と
い
う
に
同
じ
。「
生
二
乎
今
世
0

0

一
、
反
二
古
之
道
一
」（『
中

庸
』）「
豈
非
三
今
世
0

0

述
二
君
美
一
、
便
是
当
来
讃
仏
詞
」、（
具
平
親
王
「
近
来
播
州
書
写
山
中
有
二

性
空
上
人
者
一
…
…
」『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
）
は
そ
の
例
の
一
端
。「
遺
芬
」
は
後
に
残
る
良
い
か

お
り
、
後
世
に
残
る
誉
れ
、
遺
芳
と
い
う
に
ほ
ぼ
同
じ
。「
韓
寿
遺
芬
0

0

留
二
翠
箔
一
、
荀
君
餘
気
染

二
羅
帷
一
」（「
早
夏
同
賦
三
芳
樹
垂
二
緑
葉
一
」『
江
吏
部
集
』
巻
下
）
は
一
例
。

頷
聯
は
死
期
迫
る
紫
の
上
が
、
二
条
院
を
匂
宮
に
譲
る
べ
く
遺
言
す
る
次
の
場
面
を
背
景
と
す

る
。

「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜

0

0

0

0

と

は
、
花
の
を
り
を
り
に

0

0

0

0

0

0

0

心
と
ど
め
て
も
て
遊
び
た
ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
は
、
仏
に
も

0

0

0

奉
り
た
ま
へ

0

0

0

0

0

」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
う
ち
う
な
づ
き
て
、
御
顔
を
ま
も
り
て
、
涙
の
落
つ

べ
か
め
れ
ば
立
ち
て
お
は
し
ぬ
。

（
④
503
頁
１
～
５
行
）

「
三
陽
節
」
は
春
の
季
節
の
こ
と
。「
一
年
之
美
景
、
莫
レ
先
二
自
春
一
、
三
陽
之
佳
期

0

0

0

0

0

、
尤
在
二

其
暮
一
」（
源
順
「
暮
春
…
…
賦
二
花
光
水
上
浮
一
詩
序
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
一
〇
・
301
）「
穆
々

三
春
節

0

0

0

、
天
気
暖
且
和
」（『
初
学
記
』
巻
三
・
春
所
引
楽
府
詩
）
と
い
う
に
同
じ
。「
供
仏
0

0

之

誠
、
唯
志
是
尽
」（
大
江
朝
綱
「
為
二
中
務
親
王
家
室
一
四
十
九
日
願
文
」
同
上
巻
一
四
・
423
）
は

「
供
仏
」（
仏
様
に
お
そ
な
え
す
る
）
の
例
。「
両
樹
」
は
「
手
栽
二
両
樹
0

0

松
一
、
聊
以
当
二
嘉
賓
一
」 

（「
寄
二
題

厔
庁
前
双
松
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
九
）
と
あ
り
、
二
本
の
木
の
意
。
こ
こ
で
は
物
語

文
中
に
見
え
る
紅
梅
と
桜
を
指
す
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。「
属
君
」
は
君
に
ゆ
だ
ね
る
意
。「
旧
峯

松
雪
旧
渓
雲
、
悵
望
今
朝
遥
属0

レ
君0

」（「
和
三
銭
員
外
青
龍
寺
上
方
望
二
旧
山
一
」『
白
氏
文
集
』
第

一
四
）「
水
石
煙
霞
一
属0

レ
君0

、
家
資
疎
薄
業
殊
レ
群
」（
橘
在
列
「
又
」『
扶
桑
集
』
巻
七
）
と
見

え
て
い
る
。

頸
聯
は
紫
の
上
の
亡
く
な
っ
た
条
を
意
識
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
秋
八
月
十
四
日
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
直
前
に
彼
女
は
光
源
氏
や
明
石
の
中
宮
と
お
別
れ
の
一
時
を
持
っ
て
お
り
、「
萩
の

う
は
露
」
を
詠
む
和
歌
を
贈
答
し
合
う
（
首
聯
参
照
）。
彼
女
亡
き
後
に
、
夕
霧
は
「
阿
弥
陀

仏
、
阿
弥
陀
仏
」（
④
512
頁
10
行
）
と
唱
え
て
数
珠
を
繰
り
、「
定
ま
り
た
る
念
仏
を
ば
さ
る
も
の 

に
て
、
法
華
経
な
ど
誦ず

ぜ
さ
せ
」（
④
512
頁
15
行
～
513
頁
１
行
）
な
さ
り
、
光
源
氏
も
「
阿
弥
陀

仏
を
念
じ
」（
④
513
頁
12
～
13
行
）
て
、「
仏
の
御
前
に
人
し
げ
か
ら
ず
も
て
な
し
て
、
の
ど
や

か
に
」（
④
517
頁
15
行
～
518
頁
１
行
）
勤
行
し
続
け
て
い
る
様
子
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

猶
、
三
月
十
日
桜
の
花
盛
り
の
頃
、
紫
の
上
は
二
条
院
で
『
法
華
経
』
千
部
供
養
を
行
っ
て
い
た

が
、
そ
の
条
に
「
薪
こ
る
讃
嘆
の
声

0

0

0

0

も
、
そ
こ
ら
集
ひ
た
る
響
き
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
」（
④

496
頁
13
行
）
程
で
あ
っ
た
と
い
う
、
そ
の
先
行
記
事
も
重
ね
て
、
仏
の
教
え
の
尊
さ
を
印
象
付
け

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。「
雁
序
」
は
雁
が
順
に
列
を
成
し
て
飛
ぶ
様
を
言
い
、
こ
こ
は
「
九
秋

驚
二
雁
序
0

0

一
、万
里
狎
二
漁
翁
一
」（
杜
甫
「
天
池
」）
と
い
う
よ
う
に
来
雁
（『
礼
記
』
月
令
「
仲
秋

之
月
鴻
雁
来
」）
を
指
す
。「
半
闌
」
は
秋
も
中
ば
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
意
。
前
述
し
た
よ
う

に
時
は
八
月
十
四
日
で
あ
っ
た
。「
別
緒
」
は
別
れ
難
い
心
、
別
れ
の
悲
し
い
思
い
。「
二
星
適
逢
、

未
レ
叙
二
別
緒
0

0

之
依
々
之
恨
一
」（
小
野
美
材
「
代
二
牛
女
一
惜
二
暁
更
一
詩
序
」『
和
漢
朗
詠
集
』
巻

上
・
七
夕
213
『
本
朝
文
粋
』
巻
八
・
224
）「
向
二
何
方
一
而
陳
二
別
緒
0

0

一
、
恨
二
無
心
於
煙
霞
一
」（
紀

斉
名
「
花
下
惜
別
」『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
下
・
餞
別
595
）
な
ど
と
見
え
る
。「
鷲
峯
」
は
霊
鷲
山

で
、
釈
迦
が
『
法
華
経
』
を
説
い
た
と
伝
え
る
山
。「
一
乗
」
は
仏
の
教
え
を
車
に
譬
え
た
も
の

で
、
人
々
を
悟
り
に
導
く
乗
物
。
こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
を
指
し
、「
東
方
五
百
之
塵
、
長
懸
二

鷲
峰
0

0

之
月
一
」（
大
江
以
言
「
賦
二
寿
命
不
一
レ
可
レ
量
詩
序
」『
本
朝
文
粋
』
巻
一
〇
・
280
『
新
撰
朗

詠
集
』
巻
下
・
仏
事
555
）「
已
終
二
未
レ
習
千
年
役
一
、
儻
得
難
レ
逢
一
乗
文

0

0

0

」（
慶
滋
保
胤
「
採
菓

汲
水
詩
」『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
仏
事
599
）
は
そ
の
語
例
。「
真
文
」
は
経
典
に
見
え
る
真
理
の

文こ
と
ば言
、
御
仏
の
教
え
の
意
で
あ
り
、『
法
華
経
』
を
こ
こ
で
は
云
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

尾
聯
の
第
七
句
は
、
紫
の
上
の
死
を
前
に
し
て
、
光
源
氏
が
「
千
年
を
過
ぐ
す

0

0

0

0

0

0

わ
ざ
も
が
な
と

思
さ
る
れ
ど
、
心
に
か
な
は
ぬ

0

0

0

0

0

0

こ
と
な
れ
ば
」（
④
505
頁
12
～
13
行
）、
或
は
そ
の
死
後
に
「
千
年
0

0

を
も
も
ろ
と
も
に

0

0

0

0

0

0

0

と
思
し
し
か
ど
、
限
り
あ
る
別
れ
ぞ
い
と
口
惜
し
き
わ
ざ

0

0

0

0

0

0

な
り
け
る
」（
④
518

頁
１
～
３
行
）
と
思
っ
た
も
の
の
空
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
と
、
彼
女
の
葬
儀
が
、

は
る
ば
る
と
広
き
野
の
所
も
な
く
立
ち
こ
み
て
、
限
り
な
く
い
か
め
し
き
作
法
な
れ
ど
、
い

と
は
か
な
き
煙
に
て
は
か
な
く
の
ぼ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
ま
ひ
ぬ
る
も
、
例
の
こ
と
な
れ
ど
あ
へ
な
く
い
み

じ
。

（
④
510
頁
13
～
15
行
）

と
行
わ
れ
た
場
面
を
背
景
と
す
る
。
末
句
の
風
景
は
物
語
文
中
に
は
見
え
な
い
よ
う
だ
が
、「
あ

は
れ
君
い
か
な
る
野
辺
の
煙
に
て
む
な
し
き
空
の
雲
と
な
り
け
ん
」（『
新
古
今
集
』
821
弁
乳
母
）
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の
如
く
亡
き
人
を
雲
と
為
す
歌
や
、
加
え
て
「
さ
び
し
さ
に
宿
を
た
ち
い
で
て
な
が
む
れ
ば
い
づ

く
も
同
じ
秋
の
夕
暮
れ
」（『
後
拾
遺
集
』
333
良
暹
法
師
）
と
秋
の
夕
暮
れ
の
寂
寥
を
詠
ず
る
よ
う

な
作
も
喚
起
さ
れ
て
、
紫
の
上
を
亡
く
し
た
喪
失
感
を
強
く
印
象
付
け
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

「
千
年
」
は
永
遠
の
年
月
と
い
う
に
等
し
い
。「
か
く
の
み
に
あ
り
け
る
も
の
を
妹
も
我あ
れ

も
千
歳
の

0

0

0

ご
と
く

0

0

0

頼
み
た
り
け
り
」（『
万
葉
集
』
473
大
伴
家
持
）「
世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な

千
代
0

0

も
と
嘆
く
人
の
子
の
た
め
」（『
古
今
集
』
901
在
原
業
平
）
な
ど
の
歌
に
は
千
年
も
共
に
生
き

た
く
思
う
は
か
な
い
人
の
願
い
が
垣
間
見
れ
よ
う
。
そ
れ
は
中
国
古
典
詩
で
も
同
様
で
、
例
え

ば
「
与
レ
君
相
向
転
相
親
、
与
レ
君
双
棲
共
二
一
身
一
、
願
作
二
貞
松
千
歳
0

0

古
一
、
…
…
千
秋
0

0

万
古
北

邙
塵
」（
劉
廷
之
「
公
子
行
」）
の
よ
う
に
、
貴
公
子
と
美
人
の
愛
を
詠
ん
だ
も
の
の
中
に
も
見
え

て
い
る
。「
化
煙
」
に
は
葵
の
上
の
死
を
悼
む
「
な
き
人
の
別
れ
や
い
と
ど
隔
た
ら
む
煙
と
な
り

0

0

0

0

し0

雲
居
な
ら
で
は
」（
須
磨
②
169
頁
14
～
15
行
）
や
「
恋
ひ
わ
び
て
な
が
む
る
空
の
浮
雲
や
わ
が

し
た
も
え
の
煙
な
る

0

0

0

ら
ん
」（『
金
葉
集
』
435
周
防
内
侍
）
等
を
想
起
す
る
。
詠
歌
に
は
人
が
煙
と

な
る
イ
メ
ー
ジ
が
揺
曳
し
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
茶
毘
に
付
す
時
の
煙
雲
が
、
人
の
死
を
表

象
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。「
片
々
」
は
ち
ぎ
れ
雲
の
様
。「
片
々
0

0

行
雲
著
二
蝉
鬢
一
、

繊
々
初
月
上
二
鴉
黄
一
」（
盧
照
鄰
「
長
安
古
意
」）「
片
々
0

0

雲
膚
遮
レ
漢
合
、
蕭
々
雨
脚
繞
レ
檐
飛
」

（
藤
原
篤
茂
「
雨
来
花
自
綻
」『
作
文
大
体
』）
な
ど
と
雲
に
用
い
る
の
も
表
現
の
一
般
で
あ
ろ
う
。

四
十
一　

幻

上
下
四
虚
遥
走
幻　

上
下
四
虚　

遥
か
に
幻
を
走
ら
し
め

尋
冥
路
可
招
幽
霊　

冥
路
を
尋
ね
て　

幽
霊
を
招
く
べ
し

歓
心
異
我
天
河
鵲　

歓
心
我
と
異
な
る　

天
河
の
鵲
か
さ
さ
ぎ

別
思
傷
誰
夕
殿
蛍　

別
思
誰
を
か
傷
む　

夕
殿
の
蛍

鶯
不
知
憂
霞
底
囀　

鶯
は
憂
へ
を
知
ら
ず
し
て　

霞
底
に
囀
り

花
猶
含
咲
露
中
馨　

花
は
猶
し
咲ゑ
み

を
含
み
て　

露
中
に
馨
し

于
朝
于
暮
涙
無
尽　

朝
な
暮ゆ
う

な
に　

涙
の
尽
く
る
こ
と
無
き
も

夢
裏
争
看
平
日
影　

夢
の
裏う
ち

に
争い
か

で
か
看
ん　

平
日
の
影

〈
七
律
。
霊
・
蛍
・
馨
・
形
（
下
平
声
青
韻
）

巻
名
は
第
一
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
光
源
氏
五
十
二
歳
の
春
、
紫
の
上
を
失
い
悲

し
み
に
く
れ
る
彼
の
姿
が
描
か
れ
る
。
彼
女
を
偲
び
そ
の
苦
悩
の
程
を
想
い
や
り
、
後
悔
は
深
い
。

そ
し
て
、
中
納
言
の
君
や
中
将
の
君
ら
を
御
前
に
召
し
、
こ
れ
迄
の
自
ら
の
所
業
を
顧
み
、「
こ

の
世
に
つ
け
て
は
、
飽
か
ず
思
ふ
べ
き
こ
と
を
さ
を
さ
あ
る
ま
じ
う
、
高
き
身
に
は
生
ま
れ
な

が
ら
、
ま
た
人
よ
り
こ
と
に
口
惜
し
き
契
り
に
も
あ
り
け
る
か
な
」（
④
525
頁
９
～
11
行
）
な
ど

と
述
べ
る
。
何
と
も
身
勝
手
な
感
慨
に
耽
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
涙

に
く
れ
る
身
を
恥
じ
、
人
と
対
面
せ
ぬ
彼
は
、
紫
の
上
遺
愛
の
紅
梅
・
桜
を
世
話
す
る
匂
宮
を
愛

し
み
春
の
庭
に
時
を
過
ご
す
。
女
三
の
宮
（
入
道
の
宮
）
や
明
石
の
君
を
訪
れ
て
も
亡
き
女ひ
と

へ
の

思
い
を
募
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
五
月
雨
の
頃
、
息
夕
霧
と
故
人
を
偲
び
、
夏
の
虫
、
七
夕
の

逢
瀬
を
歌
に
詠
み
、
一
周
忌
の
供
養
を
へ
て
、
十
月
の
来
雁
に
「
大
空
を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢

に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
方
た
づ
ね
よ
」（
④
545
頁
６
～
７
行
）
と
巻
名
に
も
な
っ
た
歌
を
詠
む
。 

更
に
五
節
の
頃
を
へ
て
、
亡
き
人
の
残
し
た
文ふ
み

を
処
分
し
、
俗
世
を
捨
て
る
覚
悟
を
固
め
始
め
る
。

師
走
の
仏
名
会
の
折
、
光
源
氏
は
久
し
ぶ
り
に
人
々
の
前
に
姿
を
現
わ
し
、「
わ
が
世
も
今
日
や

尽
き
ぬ
る
」（
④
550
頁
８
～
９
行
）
と
詠
じ
、
新
年
の
手
配
な
ど
し
て
終
っ
て
い
る
。
聯
毎
に
訳

を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

（
光
源
氏
様
の
お
悲
し
み
の
深
さ
を
思
え
ば
、
あ
の
「
長
恨
歌
」
の
よ
う
に
）
天
の
上
下
四

方
、
遥
か
に
幻
術
の
士
を
走
ら
せ
、
あ
の
世
を
尋
ね
さ
せ
、
亡
き
人
の
魂
を
招
き
よ
せ
る
の

も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

天
の
河
に
鵲
が
渡
す
橋
に
よ
り
（
天
上
界
で
の
牽
牛
・
織
女
の
七
夕
の
）
逢
瀬
の
よ
ろ
こ
び

は
、
我
が
（
光
源
氏
様
の
今
抱
い
て
お
ら
れ
る
）
御
心
と
は
（
全
く
）
異
な
る
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
し
、
夕
殿
に
蛍
が
飛
ん
で
、（
光
源
氏
様
が
）
別
れ
の
恨
み
を
抱
え
誰
を
傷
む
の
か

（
と
申
し
ま
す
と
亡
き
紫
の
上
様
に
他
な
り
ま
せ
ん
）。

（
亡
き
紫
の
上
様
の
遺
愛
の
紅
梅
の
も
と
に
）
鴬
は
（
光
源
氏
様
の
）
憂
へ
も
知
ら
ず
げ
に

訪
れ
、
霞
の
た
な
び
く
中
に
囀
っ
て
お
り
ま
す
し
、
桜
の
花
は
一
層
美
し
く
開
い
て
、（
涙

の
）
露
の
中
に
か
ぐ
わ
し
く
か
お
っ
て
見
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

朝
も
夕
も
（
光
源
氏
様
の
）
涙
の
尽
き
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
夢
の
中
に
も
、

紫
の
上
様
の
生
前
の
御お
す
が
た

容
貌
を
御
覧
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

首
聯
は
、
紫
の
上
を
失
っ
た
光
源
氏
が
秋
の
来
雁
を
見
つ
つ
、「
大
空

0

0

を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し

0

0

0

0

夢

に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂た
ま

の
行
く
方
た
づ
ね
よ

0

0

0

0

」（
④
545
頁
６
～
７
行
）
と
方
士
に
亡
き
魂
を
尋
ね
て

欲
し
い
と
詠
む
場
面
を
背
景
と
し
て
い
る
。
勿
論
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
彼
と
紫
の
上
の

関
係
に
は
、
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
皇
帝
の
喪
失
感
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
か
の
「
長
恨
歌
」

（『
白
氏
文
集
』
巻
一
二
）
に
「
悠
々
生
死
別
経
レ
年
、
魂
魄
不
二
曽
来
入
一
レ
夢
、
臨
卭
道
士
鴻
都

客
、
能
以
二
精
誠
一
致
二
魂
魄
一
、
為
レ
感
二
君
王
展
転
思
一
、
遂
教
二
方
士
殷
勤
覓
一
、
排
レ
空
馭
レ
気

奔
如
レ
電
、
昇
レ
天
入
レ
地
求
レ
之
遍
、
上
窮
二
碧
落
一
下
黄
泉
、
両
処
茫
々
皆
不
レ
見
」
と
あ
る
あ

た
り
を
殊
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
死
別
か
ら
歳
月
を
経
て
も
貴
妃
の
魂
は
玄
宗
の
夢
に
も
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現
わ
れ
ず
、
死
者
の
魂
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
道
士
に
彼
女
の
魂
を
求
め
さ
せ
る
。
道
士
は
天
空

を
か
き
分
け
、
雷
電
の
如
く
に
奔
走
し
、
天
地
を
く
ま
な
く
駆
け
ま
わ
る
と
い
う
幻
想
的
な
詩
句

が
漢
詩
作
者
の
脳
裏
に
在
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
上
下
四
虚
」
と
は
天
空
の
四
方
上
下
、
到
る
と

こ
ろ
す
べ
て
と
い
う
意
味
合
い
。「
四
虚
」
は
も
と
も
と
『
荘
子
』（
天
運
）
な
ど
に
見
え
る
語

だ
が
、
直
接
的
に
は
陳
鴻
「
長
恨
歌
伝
」
に
「
旁
求
二
四
虚
上
下

0

0

0

0

一
、
東
極
二
大
海
一
」
と
道
士
が

貴
妃
の
魂
を
求
め
奔
走
す
る
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
句
に
依
っ
て
い
る
。「
幻
」
は
こ
こ
で
は
幻

術
師
（
道
士
）
の
意
。「
冥
路
」
は
冥あ
の
よ界
（
へ
の
道
）
の
こ
と
で
冥
途
に
同
じ
。「
綴
レ
玉
聯
レ
珠

六
十
年
、
誰
教
三
冥
路
0

0

作
二
詩
仙
一
」（
唐
宣
宗
「
弔
二
白
居
易
一
」）
と
あ
る
。「
幽
霊
」
は
死
者
の

魂
。「
幽
霊
0

0

髣
髴
、
歆
二
我
犠
樽
一
」（
謝
恵
連
「
祭
二
古
冢
一
丈
」『
文
選
』
巻
六
〇
）
と
あ
る
李
善

注
に
「
魏
太
祖
祭
二
橋
玄
一
文
曰
、
幽
霊
潜
翳
。
李
康
髑
髏
賦
曰
、
幽
魂
髣
髴
、
忽
有
二
人
形
一
」

と
見
え
、
本
朝
で
も
「
香
則
求
二
難
陀
此
岸
之
煙
一
、
花
則
擎
二
樹
提
後
園
之
蕚
一
。
以
二
此
恵
業
一
、 

訪
二

彼
幽
霊
0

0

一

」（
大
江
朝
綱
「
為
二

中
務
卿
親
王
家
室
一

四
十
九
日
願
文
」『
本
朝
文
粋
』
巻

一
四
・
423
）
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。

頷
聯
の
第
三
句
は
、
首
聯
の
少
し
前
、
夏
と
七
夕
の
時
節
に
光
源
氏
が
紫
の
上
を
偲
ぶ
次
の
場

面
を
背
景
と
す
る
。

七
月
七
日
も
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
く
、
御
遊
び
な
ど
も
し
た
ま
は
で
…
…
星
逢
ひ
見
る

人
も
な
し
。
…
…
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り
と
ほ
り
て
見
わ
た
さ
る
れ
ば
、

出
で
た
ま
ひ
て
、

　
　

七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ

（
④
543
頁
５
～
12
行
）

第
四
句
は
夏
に
前
者
の
直
前
に
、

蛍
の
い
と
多
う
飛
び
か
ふ
も
、「
夕
殿
に
蛍

0

0

0

0

飛
ん
で
」
と
、
例
の
、
古
言
も
か
か
る
筋
に
の

み
口
馴
れ
た
ま
へ
り
。

　
　

夜
を
知
る
蛍
を
見
て
も
か
な
し
き
は
時
ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
け
り

（
④
543
頁
１
～
４
行
）

と
あ
る
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
て
い
る
。「
歓
心
」
は
喜
び
の
心
、
う
れ
し
い
気
持
ち
。「
別
来
経
二
年

歳
一
、
歓
心
0

0

不
レ
可
レ
凌
」（
謝
恵
連
「
代
古
」『
玉
台
新
詠
』
巻
三
）「
今
年
四
月
一
日
陰
雨
…
…

於
戯
、
君
臣
合
体
、
朝
野
歓
心
0

0

」（『
江
吏
部
集
』
巻
上
所
収
詩
題
）
は
そ
の
例
。「
天
河
鵲
」

は
七
夕
に
鵲
が
天
の
川
に
橋
を
懸
け
る
と
い
う
故
事
に
よ
る
表
現
。
例
え
ば
「
愁
随
二
織
女
一

帰
」（
李
嶠
「
鵲
」）
の
注
に
「
風
俗
記
曰
、
七
月
七
日
烏
鵲
塡
レ
河
成
レ
橋
、
織
女
渡
レ
之
」（
李

嶠
「
橋
」
詩
注
も
同
類
）
と
見
え
る
。
ま
た
、「
長
思
不
レ
能
レ
寝
、
坐
望
天
河
0

0

移
」（
張
率
「
擬

二
楽
府
長
相
思
一
二
首
」
其
二
『
玉
台
新
詠
』
巻
九
）「
天
河

0

0

七
夕
報
二
初
涼
一
、
牛
女
交
歓
闘
二
耿 

光
一
」（「
失
題
」『
田
氏
家
集
』
巻
上
）
は
「
天
あ
ま
の

河が
わ

」
の
例
。「
別
思
」
は
離
別
し
た
あ
と
の
思

い
で
、「
宿
酲
和
二
別
思
0

0

一
、
目
眩
心
忽
々
」（「
和
レ
寄
二
楽
天
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
五
二
）「
年
々

別
思
0

0

驚
二
秋
雁
一
、
夜
々
幽
声
到
二
暁
鶏
一
」（
具
平
親
王
「
擣
衣
」『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
擣
衣

350
）
と
見
え
る
。「
夕
殿
蛍
」
は
光
源
氏
が
物
語
文
中
で
口
ず
さ
む
「
長
恨
歌
」
の
一
節
「
夕
殿
0

0

蛍0

飛
思
悄
然
、
秋
燈
挑
尽
未
レ
能
レ
眠
」
を
ふ
ま
え
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
猶
、
白
詩
の
表

現
は
更
に
遡
れ
ば
、
人
を
思
う
心
尽
き
せ
ぬ
様
を
詠
じ
た
「
夕
殿
0

0

下
二
珠
簾
一
、
流
蛍
0

0

飛
復
息
」

（
謝
朓
「
玉
階
怨
」『
玉
台
新
詠
』
巻
一
〇
）
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

頸
聯
は
紫
の
上
遺
愛
の
紅
梅
・
桜
を
大
切
に
世
話
す
る
匂
宮
、
そ
れ
を
愛
し
く
見
守
る
光
源
氏

が
描
か
れ
る
次
の
場
面
を
背
景
に
詠
ま
れ
て
い
よ
う
。

二
月
に
な
れ
ば
、
花
の
木
ど
も
の
盛
り
な
る
も
、
ま
だ
し
き
も
、
梢
を
か
し
う
霞
み
わ
た
れ

0

0

0

0

0

る
に
0

0

、
か
の
御
形
見
の
紅
梅
に
鴬
の
は
な
や
か
に

0

0

0

0

0

0

0

鳴
き
出
で
た
れ
ば
、
立
ち
出
で
て
御
覧

ず
。

　
　

植
ゑ
て
見
し
花
の
あ
る
じ
も
な
き
宿
に
知
ら
ず
顔
に
て
来
ゐ
る
鴬

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
う
そ
ぶ
き
歩
か
せ
た
ま
ふ
。

　

春
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
前
の
あ
り
さ
ま
い
に
し
へ
に
変
ら
ぬ
を
、
め
で
た
ま
ふ
方

に
は
あ
ら
ね
ど
、
静
心
な
く
…
…
山
吹
な
ど
の
心
地
よ
げ
に
咲
き
乱
れ
た
る
も
、
う
ち
つ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
露
け
く
の
み
見
な
さ
れ
た
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（
④
528
頁
９
行
～
529
頁
６
行
）

「
霞
底
」
は
か
す
み
の
中
の
意
。
こ
う
し
た
「
底
」
の
用
法
は
中
国
古
典
詩
に
も
例
は
あ
る
が

（『
詩
詞
曲
語
辞
匯
釈
』
巻
一
・
底
）、
本
朝
で
は
「
課
レ
詩
難
レ
繋
二
片
霞
底

0

0

0

一
、
伴
レ
客
豈
拘
二
遅
日

前0

一
」（
惟
宗
孝
言
「
惜
二
残
春
一
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
四
・
227
）「
花
色
春
深
林
霧
底

0

0

0

、
鐘
声
日

暮
野
煙
中0

」（
藤
原
敦
基
「
春
日
於
二
棲
霞
寺
一
即
事
」
同
上
巻
九
・
605
）
の
よ
う
に
、
院
政
期
の

漢
詩
で
定
着
し
た
表
現
で
、
詩
句
で
は
し
ば
し
ば
「
中
・
前
」
が
対
語
と
な
る
。
猶
、「
な
に
ご

と
を
春
の
日
く
ら
し
お
も
ふ
ら
ん
霞
の
底

0

0

0

に
む
せ
ぶ
う
ぐ
ひ
す
」（『
清
輔
集
』
11
「
鶯
」。
下
句

は
『
千
載
佳
句
』
巻
上
・
早
春
３
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
鶯
65
に
所
収
さ
れ
る
元
稹
句
「
咽0

レ

霧
山
鶯

0

0

0

啼
尚
少
」
に
よ
る
）
の
よ
う
に
和
歌
世
界
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

「
含
咲
」
は
花
の
咲
き
綻
ぶ
こ
と
。「
庭
梅
已
含0

レ
笑0

、
門
柳
未
レ
成
レ
眉
」（
大
津
首
「
春
日
於
二
左

僕
射
長
王
宅
一
宴
」『
懐
風
藻
』）
と
あ
る
。
今
日
の
国
語
で
は
咲0

と
笑0

は
別
字
で
あ
る
が
、
本
来
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は
異
体
字
関
係
に
過
ぎ
な
い
（『
干
禄
字
書
』）。

尾
聯
の
第
七
句
は
、
朝
夕
に
泣
き
暮
ら
し
、
涙
尽
き
せ
ぬ
光
源
氏
の
様
子
を
詠
む
。
幻
の
巻
そ

の
も
の
が
、
彼
の
そ
ん
な
有
様
を
描
い
た
も
の
な
の
だ
が
、
例
え
ば
「
つ
れ
づ
れ
と
わ
が
泣
き
く

ら
す
夏
の
日
を
か
ご
と
が
ま
し
き
虫
の
声
か
な
」（
④
542
頁
14
～
15
行
）「
七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の

よ
そ
に
見
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ
」（
④
543
頁
11
～
12
行
）
の
歌
や
、
紫
の
上
の
遺
文

を
見
て
「
そ
れ
と
も
見
分
か
れ
ぬ
ま
で
降
り
お
つ
る
御
涙
の
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
」（
④
547
頁
７
～

８
行
）
な
ど
を
敢
て
挙
げ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
第
八
句
、
夢
に
も
紫
の
上
を
見
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
首
聯
で
挙
げ
た
「
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
」（
④
545
頁
６
行
）
と
「
魂

魄
不
二
曽
来
入
一
レ
夢
」（「
長
恨
歌
」）
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。「
涙
無
尽
」
は
涙
は
尽
き
な

い
意
だ
が
、「
此
恨0

綿
々
無0

二
尽
期
0

0

一
」（
同
上
）
と
殆
ど
同
意
と
み
て
良
い
。「
夢
裏
」
は
夢
の
中
。

「
与
レ
師
俱
是
夢
、
夢
裏
0

0

暫
相
逢
」（「
天
竺
寺
送
三
堅
上
人
帰
二
廬
山
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
五
三
）

「
夢
裏
0

0

身
名
旦
暮
間
」（
元
稹
「
幽
棲
」『
千
載
佳
句
』
巻
下
・
仙
境

1074
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・

仙
家
540
）
は
そ
の
用
例
。「
争
看
」
に
つ
い
て
、
前
掲
通
釈
で
は
、
ど
う
し
て
見
る
こ
と
が
あ
ろ

う
、
と
反
語
で
訳
出
し
た
が
、
願
望
の
意
を
込
め
て
、
何
と
か
し
て
紫
の
上
の
生
前
の
姿
を
み
た

い
も
の
で
あ
る
、
と
訳
す
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。「
平
日
」
は
常
日
頃
、
日
常
で
、「
形
」
は
容

貌
を
指
す
。「
今
質
已
四
十
二
矣
。
白
髪
生
レ
鬢
、
所
レ
慮
日
深
、
不
三
復
若
二
平
日
0

0

之
時
一
也
」（
呉

質
「
答
二
魏
太
子
一
牋
」『
文
選
』
巻
四
〇
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
稿
者
は
、
亡
き
恋
人
の
墓
前
で

そ
の
魂
に
向
っ
て
強
く
再
会
を
訴
え
る
王
道
平
の
言
葉
「
汝
有
二
霊
聖
一
、
使
三
我
見0

二
汝
生
平
之

0

0

0

0 

0

面0

一
」（『
捜
神
記
』
巻
一
五
）
を
喚
起
し
て
し
ま
う
。
生
前
の
日
常
の
顔
（
や
姿
）
を
も
う
一
度

見
た
い
と
願
う
の
は
、
相
手
へ
の
強
い
慕
情
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

四
十
二　

雲
隠　
〈
欠
詩
〉　
＊
巻
名
の
み

四
十
三　

匂
兵
部
卿
宮
〈
又
号
二
薫
中
將
一
〉

光
隠
以
降
思
彼
跡　

光
隠
れ
て
よ
り
以こ
の

降か
た　

彼
の
跡
を
思
ふ
に

在
朝
卿
相
更
無
侔　

在
朝
の
卿
相
に　

更ま
た

侔ひ
と

し
き
も
の
無
し

薫
中
将
袖
梅
花
露　

薫か
を
るの
中
将
が
袖
は　

梅
の
花
の
露

匂
大
王
籬
菊
蕊
秋　

匂に
ほ
ふの
大み

王や

の
籬ま
が
きは　

菊
の
蕊し
べ

の
秋

賓
客
宴
筵
南
向
坐　

賓
客
の
宴
筵　

南
の
か
た
に
向
か
ひ
て
坐
し

仏
陀
浄
刹
外
何
求　

仏
陀
の
浄
刹　

外
に
何
ぞ
求
め
ん

賭
弓
帰
路
遊
黃
閣　

賭の
り

弓ゆ
み

の
帰か
へ
さ路
に　

黃
閣
に
遊
び

雪
夕
逍
遥
楽
自
由　

雪
の
夕ゆ
う
べに
逍せ
う

遥え
う

し
て　

自
由
を
楽
し
め
り

〈
七
律
。
侔
・
秋
・
求
・
由
（
下
平
声
尤
韻
）〉

巻
名
は
頷
聯
に
「
匂
大
王
」（
乃
至
「
薫
中
将
」）
と
詠
込
ん
で
い
る
。
こ
の
巻
は
、
光
源
氏
亡

き
後
の
人
々
の
動
静
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
匂
宮
（
帝
と
光
源
氏
の
女
明
石
の
中
宮
の
間
に

誕
生
）
と
薫
（
柏
木
と
女
三
の
宮
の
間
に
誕
生
）
が
「
と
り
ど
り
に
き
よ
ら
な
る
御
名
と
り
た
ま

ひ
て
、
げ
に
い
と
な
べ
て
な
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
」（
⑤
17
頁
５
～
６
行
）
と
、
世
評
の
高
い
こ
と

が
語
ら
れ
、
今
上
帝
や
右
大
臣
夕
霧
（
光
源
氏
と
葵
の
上
の
間
に
誕
生
）
の
子
息
に
も
触
れ
、
主

亡
き
後
さ
び
れ
る
こ
と
を
厭
い
、
夕
霧
が
六
条
院
（
亡
紫
の
上
の
居
処
で
女
一
の
宮
や
二
の
宮
が

住
み
、
落
葉
の
宮
も
迎
え
ら
れ
る
）
と
自
邸
三
条
殿
と
に
通
い
住
む
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
冷
泉
院

や
秋
好
中
宮
の
後
見
を
え
て
薫
は
元
服
も
終
え
侍
従
、
右
近
中
将
と
栄
進
す
る
。
一
方
、
母
女

三
の
宮
の
仏
事
に
専
心
す
る
背
景
に
、
己
の
出
生
の
秘
密
が
絡
む
と
感
取
す
る
。
そ
し
て
、「
あ

や
し
き
ま
で
人
の
咎と
が

む
る
香
に
し
み
た
ま
へ
る
」（
⑤
27
頁
８
～
９
行
）
薫
中
将
と
、「
よ
ろ
づ
の

す
ぐ
れ
た
る
う
つ
し
を
し
め
た
ま
ひ
、
朝
夕
の
こ
と
わ
ざ
に
合
は
せ
い
と
な
」（
⑤
27
頁
10
～
11

行
）
む
匂
兵
部
卿
宮
は
互
い
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
、
ま
た
親
し
く
交
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
薫
は

匂
宮
と
は
対
照
的
に
、
世
を
厭
い
女
性
に
強
い
関
心
を
持
つ
タ
イ
プ
で
は
な
い
が
、
女
性
か
ら
は

魅
力
に
溢
れ
、「
見
る
人
み
な
心
に
は
か
ら
る
る
や
う
に
て
見
過
ぐ
さ
る
」（
⑤
31
頁
10
～
11
行
）

存
在
で
あ
っ
た
。
賭の
り

弓ゆ
み

が
行
わ
れ
て
夕
霧
方
が
勝
ち
、
還
か
え
り

饗あ
る
じが
六
条
院
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

負
け
た
側
の
薫
も
招
か
れ
る
。
雪
の
散
ら
つ
く
黄た
そ

昏が
れ

時
、
仏
の
国
か
と
思
わ
れ
る
そ
の
会
場
に
来

り
、
多
く
の
貴
顕
を
集つ
ど

え
て
華
や
か
な
宴
が
始
ま
る
。
舞
人
達
の
袖
翻
る
中
、
薫
の
か
お
り
も
そ

れ
と
ば
か
り
に
立
ち
か
お
る
の
で
あ
っ
た
。
以
下
聯
毎
に
訳
を
施
す
こ
と
と
し
よ
う
。

光
源
氏
様
が
お
か
く
れ
に
な
ら
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、（
人
々
は
）
か
の
方
を
お
慕
い
申

す
ば
か
り
で
、
朝
廷
の
公
卿
の
中
に
か
の
方
と
肩
を
比な
ら

べ
ら
れ
る
御
方
な
ど
お
ら
れ
ま
せ

ん
。

薫
中
将
様
（
の
御
身
に
そ
な
わ
る
香
り
の
す
ば
ら
し
さ
）
は
、
梅
の
花
の
（
か
ぐ
わ
し
い
）

雫
の
如
く
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
匂
宮
様
は
（
と
言
え
ば
）
籬ま
が
きに
咲
く
菊
花
か
ぐ
わ
し
い
秋
の

風
情
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

（
賭
弓
の
還
か
え
り

饗あ
る
じが
六
条
院
で
催
さ
れ
）
お
客
様
方
は
、
南
向
き
（
あ
る
い
は
北
向
き
）
に
お

す
わ
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。（
六
条
院
は
）
御
仏
の
浄
土
の
地
（
と
も
い
う
べ
き
す
ば

ら
し
い
処
）
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
地
の
外
に
求
め
る
必
要
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で

し
ょ
う
。

賭
弓
の
帰
路
に
、
右
大
臣
（
夕
霧
）
様
の
邸
宅
に
遊
び
、
雪
の
散
ら
つ
く
暮
れ
方
に
、
気
儘

に
自
由
な
一
時
を
楽
し
ん
だ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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首
聯
は
巻
頭
の
「
光
隠
れ
た
ま
ひ

0

0

0

0

0

0

に
し
後
、
か
の
御
影
に
た
ち
つ
ぎ
た
ま
ふ
べ
き
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
こ
ら

の
御
末
々
に
あ
り
が
た
か
り
け
り

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
⑤
17
頁
１
～
３
行
）
を
ふ
ま
え
た
表
現
。「
隠
」
は
死
亡
を

暗
示
す
る
本
朝
の
用
法
。「
以
降
0

0

イ
カ
ウ
コ
ノ
カ
タ
」（『
色
葉
字
類
抄
』）「
奝
然
、
天
禄
以
降

0

0

、
有
レ
心
二

渡
海
一
」（
慶
滋
保
胤
「
奝
然
上
人
入
唐
時
為
レ
母
修
レ
善
願
文
」『
本
朝
文
粋
』
巻
一
三
・
411
）
は

以
後
の
意
。「
在
朝
」
は
朝
廷
内
に
在
る
こ
と
。「
遅
暮
交
親
雲
意
淡
、
在
朝
0

0

故
旧
醴
香
濃
」（
兼

明
親
王
「
題
二
山
亭
壁
一
」『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
下
・
交
友
688
）「
昔
与
二
微
之
一
在0

レ
朝
日
0

0

、
同
畜
二

休
退
之
心
一
」（『
白
氏
文
集
』
巻
七
所
収
詩
題
よ
り
）
は
そ
の
例
。「
卿
相
」
は
公
卿
に
同
じ
で
、

本
朝
で
は
大
臣
、
大
中
納
言
、
参
議
を
指
す
。「
漢
庭
卿
相
0

0

皆
知
己
、
不
レ
薦
二
揚
雄
一
欲
レ
薦
レ 

誰
」（「
和
二
談
校
書
秋
夜
感
懐
一
呈
二
朝
中
親
友
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
三
）「
王
侯
卿
相
0

0

及
文
武

百
官
」（『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
十
月
十
三
日
条
）
と
見
え
る
。「
侔
」
は
同
等
の
意
。「
公
年

始
弱
冠
、
年
勢
不
レ
侔0

」（
任
昉
「
王
文
憲
集
序
」『
文
選
』
巻
四
六
）「
車
服
邸
第
、
与
二
大
長
公 

主
一
侔0

」（
陳
鴻
「
長
恨
歌
伝
」）
な
ど
と
用
い
ら
れ
る
。

頷
聯
は
、
薫
と
匂
宮
の
香
り
を
比
較
対
照
す
る
次
の
条
が
背
景
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
薫
の
方
が
、

香
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
、
こ
の
世
の
匂
ひ
な
ら
ず
、
あ
や
し
き
ま
で
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま
へ

る
あ
た
り
、
遠
く
隔
た
る
ほ
ど
の
追
風
も
、
ま
こ
と
に
百
歩
の
外
も
薫
り
ぬ
べ
き
心
地
し
け

る
。
…
…
う
ち
忍
び
立
ち
寄
ら
む
物
の
隈く
ま

も
し
る
き
ほ
の
め
き
の
隠
れ
あ
る
ま
じ
き
…
…
こ

の
君
の
は
い
ふ
よ
し
も
な
き
匂
ひ
を
加
へ
、
御
前
の
花
の
木
も
、
は
か
な
く
袖
か
け
た
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

梅
の
香
は
、
春
雨
の
雫

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
濡
れ
、
身
に
し
む
る
人
多
く
、
秋
の
野
に
主ぬ
し

な
き
藤
袴
も
、
も

と
の
薫
り
は
隠
れ
て
、
な
つ
か
し
き
追
風
こ
と
に
を
り
な
し
な
が
ら
な
む
ま
さ
り
け
る
。
か

く
、
あ
や
し
き
ま
で
人
の
咎
む
る
香
に
し
み
た
ま
へ
る
を
…
…
。

（
⑤
26
頁
11
行
～
27
頁
の
９
行
）

と
描
か
れ
、
引
続
い
て
匂
宮
は
、

兵
部
卿
宮
な
ん
他こ
と

事ご
と

よ
り
も
い
ど
ま
し
く
思
し
て
、
そ
れ
は
、
わ
ざ
と
よ
ろ
づ
の
す
ぐ
れ
た

る
う
つ
し
を
し
め
た
ま
ひ
、
朝
夕
の
こ
と
わ
ざ
に
合
は
せ
い
と
な
み
、
御
前
の
前
栽
に
も
、

春
は
梅
の
花
園
を
な
が
め
た
ま
ひ
、
秋
は
0

0

世
の
人
の
め
づ
る
女
郎
花
、
小さ

牡を

鹿し
か

の
妻
に
す
め

る
萩
の
露
に
も
を
さ
を
さ
御
心
移
し
た
ま
は
ず
、
老
を
忘
る
る
菊0

に
、
お
と
ろ
へ
ゆ
く
藤

袴
、
も
の
げ
な
き
わ
れ
も
か
う
な
ど
は
、
い
と
す
さ
ま
じ
き
霜
枯
れ
の
こ
ろ
ほ
ひ
ま
で
思
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

棄
て
ず

0

0

0

な
ど
わ
ざ
と
め
き
て
、
香
に
め
づ
る
思
ひ
を
な
ん
立
て
て
好
ま
し
う
お
は
し
け
る
。

（
⑤
27
頁
９
行
～
28
頁
２
行
）

と
記
さ
れ
、「
世
人
は
、
匂
ふ
兵
部
卿
宮
、
薫
る
中
将
と
聞
き
に
く
く
言
ひ
」（
⑤
28
頁
８
～
９

行
）
た
て
る
の
だ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
籬
」
は
物
語
文
中
の
「
御
前
の
前
栽
」「
花
園
」
の

反
映
で
あ
ろ
う
が
、「
采
レ
菊0

東
籬0

下
」（
陶
潜
「
雑
詩
」『
文
選
』
巻
三
〇
）
の
表
現
以
来
、
秋

の
菊
と
は
密
接
な
関
係
を
有
す
る
語
彙
と
な
っ
た
。「
眼
看
二
菊
蕊
0

0

一
重
陽
涙
、
手
把
二
梨
花
一
寒
食

心
」（「
陵
園
妾
」『
白
氏
文
集
』
巻
四
）「
芦
花
千
片
擁
二
秋
雪
一
、
菊
蕊
0

0

数
叢
留
二
暁
星
一
」（
中
原

広
俊
「
暮
秋
即
事
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
五
・
305
）
は
「
菊
蕊
」（
菊
の
花
）
の
例
。

頸
聯
は
、
次
の
巻
末
の
六
条
院
で
行
わ
れ
た
還
か
え
り

饗あ
る
じの
宴
席
の
場
面
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。

…
…
い
ざ
な
ひ
た
て
て
、
六
条
院
へ
お
は
す
。
道
の
や
や
ほ
ど
ふ
る
に
、
雪
い
さ
さ
か
散
り

0

0

0

0

0

0

0

て0

、
艶
な
る
黄た
そ

昏が
れ

時
な
り
。
物
の
音
を
か
し
き
ほ
ど
に
吹
き
た
て
遊
び
て
入
り
た
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

を
げ

に
こ
こ
を
お
き
て
、
い
か
な
ら
む
仏
の
国
に
か
は
、
か
や
う
の
を
り
ふ
し
の
心
や
り
所
を
求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

め
む
0

0

と
見
え
た
り
。
寝
殿
の
南
の
廂ひ
さ
しに
、
常
の
ご
と
南
向
き
に
中
少
将
着
き
わ
た
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
北
向

き
に
対む
か

へ
て
、
垣ゑ

下が

の
親
王
た
ち
、
上
達
部
の
御お
ま
し座
あ
り
。
御
土か
は

器ら
け

な
ど
は
じ
ま
り
て
、
も

の
お
も
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
に
…
…
。

（
⑤
34
頁
３
～
11
行
）

第
五
句
は
賓
客
と
し
て
招
か
れ
た
薫
ら
が
南
向
に
宴
座
に
つ
い
た
条
、
ま
た
、
第
六
句
は
そ
の
条

の
少
し
前
の
、
六
条
院
の
他
に
浄
土
に
勝
る
地
は
な
く
、
求
め
ら
れ
も
し
な
い
と
い
う
条
を
ふ
ま

え
て
い
る
。「
賓
客
」
は
お
客
様
。「
賓
客
0

0

亦
已
散
、
門
前
雀
羅
張
」（「
寓
意
詩
五
首
」
其
二
『
白

氏
文
集
』
巻
二
）
な
ど
白
詩
に
頻
出
す
る
語
で
あ
る
。「
宴
筵
」
は
宴
席
に
同
じ
。「
詔
下
侍
臣 

預
二
宴
筵
0

0

一
者
上
、
献
二
和
歌
一
」（
紀
淑
望
「
古
今
和
歌
序
」『
本
朝
文
粋
』
巻
一
一
・
342
）
と
見

え
て
い
る
。「
浄
刹
」
は
寺
院
（
の
清
浄
な
境
域
）
を
言
う
。
こ
こ
で
は
物
語
文
中
の
「
仏
の

国
」
を
指
し
て
云
う
。「
思
二
其
後
世
一
、
定
到
二
浄
刹
0

0

一
」（「
母
堂
為
二
先
考
一
修
善
願
文
」『
江
都

督
納
言
願
文
集
』
巻
五
）「
弥
陀
の
浄
刹
0

0

に
往
生
せ
ん
」（『
源
平
盛
衰
記
』
巻
三
九
・
維
盛
於
二

粉
河
寺
一
謁
二
法
然
房
一
事
）
は
そ
の
用
例
。「
外
何
求
」
は
他
に
求
め
な
い
、
求
め
る
必
要
な
い

意
。「
琴
書
中
有
レ
得
、
衣
食
外
何
求

0

0

0

」（「
履
道
新
居
二
十
韻
」『
白
氏
文
集
』
巻
五
三
）「
百
憂

中
莫
レ
入
、
一
酔
外
何
求

0

0

0

」（「
想
二
東
遊
一
五
十
韻
」
同
上
巻
五
七
）
な
ど
と
白
詩
に
あ
る
の
に
依

り
、
殊
に
後
者
は
『
類
聚
句
題
抄
』（
143
・
後
中
書
王
）
の
詩
題
に
も
な
っ
て
い
る
。

尾
聯
も
頸
聯
と
殆
ど
同
じ
条
に
関
わ
り
詠
ま
れ
て
い
る
。
第
七
句
は
、

賭
弓
の
還
饗
の
設
け
、
六
条
院
に
て
、
い
と
心
こ
と
に
し
た
ま
ひ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
、
親
王
を
も
お
は
し
ま

さ
せ
ん
の
心
づ
か
ひ
し
た
ま
へ
り
。

（
⑤
33
頁
１
～
３
行
）
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を
念
頭
に
詠
じ
て
お
り
、
末
句
は
頸
聯
の
件く
だ
りに
挙
げ
た
「
雪
い
さ
さ
か
に
散
り
て
、
艶
な
る
黄
昏

時
な
り
…
…
遊
び
て
入
り
た
ま
ふ
」
の
一
節
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
賭
弓
」
は
天
皇
臨

席
の
下
、
左
右
に
分
か
れ
た
近
衛
府
、
兵
衛
府
の
舎
人
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
競
射
の
催
し
の

こ
と
。「
還
饗
」
は
賭
弓
終
了
後
に
勝
利
し
た
側
の
大
将
（
物
語
中
で
は
夕
霧
）
が
も
て
な
す
宴

の
こ
と
（
山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
塙
書
房
。『
源
氏
』
の
古
注
に
も
詳
注
が
あ
る
の
で

参
照
さ
れ
た
い
）。「
黄
閣
」
は
大
臣
の
唐
名
で
、
こ
こ
で
は
夕
霧
を
指
す
。
黄
閤0

も
同
じ
。「
漢

旧
儀
曰
、
丞
相
黒
両
車
轓
…
…
聴
レ
事
閤
曰
二
黄
閤
一
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
四
五
・
丞
相
）
と
見
え
、

「
方
今
講
芸
之
場
者
、
是
外
祖
大
相
国
之
旧
居
也
。
昔
為
二
黄
閣
0

0

一
、
今
為
二
青
闈
一
」（
大
江
匡
衡

「
冬
日
陪
二
東
宮
一
聴
三
第
一
皇
孫
初
読
二
御
注
孝
経
一
詩
序
」『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・
258
）
と
用
い
ら

れ
る
。「
逍
遥
」
は
『
荘
子
』（
逍
遥
遊
）
に
出
づ
る
語
と
い
う
が
、
心
の
ま
ま
に
気
儘
に
過
ご
す

と
い
う
程
の
意
。「
自
由
」
は
心
の
ま
ま
に
す
る
様
。「
専
掌
二
図
書
一
無
レ
過
レ
他
、
遍
尋
二
山
水
一

自
由
0

0

身
」（「
閑
行
」『
白
氏
文
集
』
巻
五
五
）
他
白
詩
に
よ
く
見
え
る
語
で
、
本
朝
で
も
「
信
レ

脚
涼
風
得
二
自
由
0

0

一
、
弘
文
院
裏
小
池
頭
」（「
秋
夜
宿
二
弘
文
院
一
」『
菅
家
文
草
』
巻
二
）
等
多
く

見
え
る
。四

十
四　

紅
梅
〈
匂
兵
部
卿
宮
并
之
一
〉

七
間
寝
殿
構
尤
広　

七
間
の
寝
殿　

構
へ
尤
も
広
し

彼
笛
和
箏
動
意
機　

彼
の
笛
箏
に
和
し
て　

意
機
を
動
か
す

父
亜
高
槐
纏
紫
綬　

父
は
高
槐
を
亜つ

い
で　

紫
綬
を
纏ま

と

ひ

女
装
穠
李
入
青
闈　

女
は
穠ぢ
よ
う
り李
を
装よ
そ

ひ
て　

青
闈
に
入
る

風
牽
梅
艷
書
雖
到　

風
は
梅
艷
を
牽
い
て　

書ふ
み

到
る
と
雖
も

鶯
駐
竹
園
使
独
帰　

鶯
は
竹
園
に
駐と
ど

ま
り
て　

使
ひ
独
り
帰
る

倩
憶
此
宮
残
貴
種　

倩
つ
ら
つ
ら

憶
ふ　

此
の
宮
の
貴
種
を
残
し

阿
難
光
似
世
尊
輝　

阿
難
の
光
の　

世
尊
の
輝
き
の
似ご
と

く
な
ら
ん
こ
と
を

〈
七
律
。
機
・
闈
・
帰
・
輝
（
上
平
声
微
韻
）〉

巻
名
は
第
五
句
に
「
梅
」
だ
け
が
詠
込
ま
れ
る
。
こ
の
巻
の
主
体
は
按
察
大
納
言
だ
が
、
匂
宮

に
関
わ
っ
て
展
開
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
か
の
大
納
言
は
故
致
仕
の
大
臣
の
子
で
柏
木
の
弟

で
あ
る
。
故
北
の
方
と
の
間
に
二
女
（
大
君
と
中
の
君
）、
後
妻
の
真
木
柱
（
故
蛍
兵
部
卿
宮
の

妻
）
と
の
間
に
も
男
君
を
設
け
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
真
木
柱
と
故
兵
部
卿
宮
が
成
し
た
娘
（
宮

の
御
方
）
も
引
取
り
大
切
に
育
て
て
い
る
。
彼
は
裳
着
を
す
ま
せ
た
同
じ
年
頃
の
三
人
の
姫
君
の

嫁
ぎ
先
を
思
案
し
、
大
君
を
春
宮
に
入
れ
、
中
の
君
を
匂
宮
へ
と
思
う
。
だ
が
、
匂
宮
は
宮
の
御

方
に
心
を
寄
せ
、
頻
り
に
文ふ
み

を
届
け
て
く
る
。
彼
女
自
身
は
し
か
し
気
乗
り
が
せ
ず
、
母
真
木
柱

も
彼
の
色
好
み
を
耳
に
し
て
前
向
き
に
な
れ
ず
に
い
る
の
で
あ
っ
た
。
以
下
聯
毎
に
通
釈
す
る
こ

と
と
し
よ
う
。

（
按
察
大
納
言
様
御
一
家
が
お
住
ま
い
に
な
る
）
七
間
の
寝
殿
の
構つ
く
り造
は
大
変
広
い
も
の
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。（
真
木
柱
と
大
納
言
様
の
間
に
生
ま
れ
な
さ
っ
た
）
若
君
が
（
父
に
促
さ

れ
て
宮
中
に
参
上
す
る
前
に
）
上
手
に
笛
を
お
吹
き
に
な
り
ま
し
て
（
宮
の
御
方
と
合
奏
な

さ
り
、
父
上
様
は
）
心
を
動
か
さ
れ
（
口
笛
を
合
わ
さ
れ
）
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

父
君
大
納
言
様
は
、
高
き
身
分
の
大
臣
家
を
継
ぐ
（
二
番
目
の
）
御
子
息
で
紫
色
の
印
綬
を

身
に
帯
び
る
御
方
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
姫
君
（
大
君
）
も
桃
李
の
花
の
よ
う
な
美
し
さ

で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
、
東
宮
様
に
か
し
ず
か
れ
な
さ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

風
が
に
お
い
や
か
な
梅
の
花
に
吹
き
（
中
の
君
も
か
ぐ
わ
し
く
美
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
、
大
納
言
様
は
思
い
を
匂
宮
様
に
お
伝
え
す
る
）
お
手
紙
を
差
上
げ
な
さ
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
し
た
が
、
鶯
（
と
も
言
う
べ
き
匂
宮
様
）
は
（
当
然
訪
れ
て
し
か
る
べ
き
梅
の
花
園
で

は
な
く
、
何
と
）
竹
の
園
（
の
宮
の
御
方
）
に
心
を
と
ど
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、

（
宮
の
御
方
か
ら
は
返
書
も
な
く
）
使
い
は
ひ
と
り
む
な
し
く
帰
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。

よ
く
よ
く
思
い
ま
す
に
、
こ
の
匂
宮
様
こ
そ
は
尊
貴
な
身
分
の
御
方
（
光
源
氏
様
）
の
面

影
を
残
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。（
亡
き
仏
の
御
弟
子
の
）
阿
難
の
放
っ
た
光
は
、
さ
な
が
ら

（
再
来
し
た
）
御
仏
の
輝
き
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
と
申
し
ま
す
が
、
匂
宮
様
も
そ
の
阿
難
の

よ
う
な
存
在
な
）
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

首
聯
の
第
一
句
は
、
成
長
し
た
娘
達
の
為
に
大
納
が
邸
宅
を
増
築
し
た
件く
だ
り、

君
た
ち
、
同
じ
ほ
ど
に
、
す
ぎ
す
ぎ
お
と
な
び
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
裳
な
ど
着
せ
た
て
ま
つ

り
た
ま
ふ
。
七
間
の
寝
殿
広
く
お
ほ
き
に
造
り
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
南
面
に
、
大
納
言
殿
、
大
君
、
西
に
中

の
君
、
東
に
宮
の
御
方
と
住
ま
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。

（
⑤
40
頁
９
～
13
行
）

に
よ
っ
て
い
る
。
第
二
句
は
か
な
り
飛
ん
で
、
宿
直
に
参
内
し
よ
う
と
す
る
若
君
に
大
納
言
が
笛

を
吹
か
せ
る
場
面
で
あ
る
。

若
君
、
内
裏
へ
参
ら
む
と
宿
直
姿
に
て
参
り
た
ま
へ
る
、
…
…
「
笛
す
こ
し
仕
う
ま
つ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
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と
も
す
れ
ば
御
前
の
御
遊
び
に
召
し
出
で
ら
る
る
、
か
た
は
ら
い
た
し
や
。
ま
だ
い
と
若
き

笛
を
」
と
う
ち
笑
み
て
、
双さ
う

調で
う

吹
か
せ
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
う
吹
い
た
ま
へ
ば
、「
け
し

う
は
あ
ら
ず
な
り
ゆ
く
は
、
こ
の
わ
た
り
に
て
お
の
づ
か
ら
物
に
合
は
す
る
け
な
り
。
な
お
0

0

掻
き
合
は
せ
さ
せ
た
ま
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
責
め
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
苦
し
と
思
し
た
る
気
色
な
が
ら
、

爪つ
ま

弾び

き
に
い
と
よ
く
合
は
せ
て
、
た
だ
す
こ
し
掻
き
鳴
ら
ひ
た
ま
ふ
。
皮
笛
ふ
つ
つ
か
に
馴

れ
た
る
声
し
て
。

（
⑤
47
頁
１
～
13
行
）

未
熟
と
思
っ
て
い
た
若
君
の
笛
が
上う

手ま

か
っ
た
の
で
、
宮
の
御
方
の
琴
と
の
合
奏
を
所
望
し
た

大
納
言
は
、
興
に
乗
じ
て
自
ら
も
口
笛
を
吹
い
た
り
し
て
い
る
。「
動
意
機
」
は
心
を
動
か
す
意
。

「
機
」
は
は
た
ら
き

0

0

0

0

、
活
動
の
意
で
、
意0

機
は
心0

機
に
同
じ
。
恐
ら
く
「
動
心
機
」
と
表
現
し
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
本
句
六
字
目
は
仄
声
字
が
要も
と

め
ら
れ
る
の
で
、「
心
」
に
換

え
て
「
意
」
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。「
棲
霞
観
裏
動0

二
心
機
0

0

一
」（
大
江
佐
国
「
春
日
於
二
栖
霞
寺
一

即
事
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
九
・
606
）「
芳
辰
過
レ
半
動0

二
心
機
0

0

一
」（
藤
原
忠
通
「
春
日
富
家
別
業

即
事
」
同
上
巻
六
・
416
）
と
い
う
に
同
じ
で
あ
る
。

頷
聯
は
按
察
大
納
言
の
出
自
と
娘
（
大
君
）
の
春
宮
へ
の
輿
入
れ
を
説
く
。
第
三
句
は
、
大
納

言
が
、按

察
大
納
言
と
聞
ゆ
る
は
、
故
致
仕
の
大
臣
の
二
郎
な
り
、
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
衛
門
督
（
柏

木
）
の
さ
し
つ
ぎ
よ
…
…
。

（
⑤
39
頁
１
～
３
行
）

と
い
う
人
で
あ
り
、
高
貴
な
家
に
育
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
、
幼
少
の
頃
よ
り
利
発
で
帝
の
寵
愛
も

受
け
て
い
た
と
も
云
う
。
そ
の
彼
に
は
年
頃
の
娘
が
三
人
い
た
が
、
第
四
句
は
、

例
の
、
か
く
か
し
づ
き
た
ま
ふ
聞
こ
え
あ
り
て
、
次
々
に
従
ひ
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
ふ
人
多

く
、
内
裏
、
東
宮
よ
り
御
気
色
あ
れ
ど
、
内
裏
に
は
中
宮
お
は
し
ま
す
、
い
か
ば
か
り
の
人

か
は
か
の
御
け
は
ひ
に
並
び
き
こ
え
む
、
さ
り
と
て
、
思
い
劣
り
卑
下
せ
ん
も
か
ひ
な
か
る

べ
し
、
春
宮
0

0

に
は
、
右
大
臣
殿
（
夕
霧
）
の
並
ぶ
人
な
げ
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
き
し
ろ

ひ
に
く
け
れ
ど
、
さ
の
み
言
ひ
て
や
は
、
人
に
ま
さ
ら
む
と
思
ふ
女
子
を
宮
仕
に
思
ひ
絶
え

て
は
、
何
の
本
意
か
は
あ
ら
む
、
と
思
し
た
ち
て
、
参
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
十
七
八

0

0

0

の
ほ
ど
に
て
、
う
つ
く
し
う
に
ほ
ひ
多
か
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

容か
た
ち貌
し
た
ま
へ
り

0

0

0

0

0

。

（
⑤
41
頁
２
～
14
行
）

と
長
女
の
大
君
を
、
夕
霧
の
女
に
対
抗
さ
せ
る
か
の
如
く
に
春
宮
の
も
と
に
入
れ
た
と
い
う

こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。「
高
槐
」
は
高
く
聳
え
る
エ
ン
ジ
ュ
の
木
で
、
身
分
の
高
い
大
臣

家
の
意
。「
槐
」
は
「
尊
閤
挺
レ
自
二
翰
林
一
、
超
昇
二
槐
位

0

0

一
」（
三
善
清
行
「「
奉
二
菅
右
相
府

一
書
」『
本
朝
文
粋
』
巻
七
・
187
」
の
意
で
大
臣
を
表
わ
し
、
大
臣
の
家
柄
を
槐0

門
と
称
す
る

こ
と
も
一
般
的
な
こ
と
。
彼
の
父
（
故
致
仕
の
大
臣
。
昔
は
頭
中
将
と
も
呼
ば
れ
た
光
源
氏

の
ラ
イ
バ
ル
）、
更
に
そ
の
父
も
周
知
の
通
り
左
大
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
喚
起
さ
れ
る
。「
紫

綬
」
は
大
臣
な
ど
の
貴
臣
が
帯
び
る
印
綬
で
、
そ
の
位
を
表
わ
す
。「
漢
書
百
官
表
曰
、
相
国

秦
官
、
金
印
紫
綬
0

0

、
掌
二
丞
天
子
一
、
助
二
理
万
機
一
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
四
五
・
相
国
）「
漢
書

百
官
表
曰
、
丞
相
0

0

秦
官
、
金
印
紫
綬
0

0

、
掌
二
丞
天
子
一
、
助
二
治
万
機
一
。
秦
有
二
左
右
一
、
高
帝

即
位
置
二
丞
相
一
」（
同
上
、
丞
相
）
と
あ
り
、「
金
章
紫
綬
0

0

看
如
レ
夢
」（「
新
昌
閑
居
招
二
楊
郎

中
兄
弟
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
五
五
）
他
白
詩
に
よ
く
見
え
、「
金
印
紫
綬
0

0

之
貴
臣
、
規
二
模
茂

真
一
而
飄
レ
袖
」（
秦
氏
安
〈
藤
原
雅
材
〉「
弁
二
散
楽
一
対
策
」『
本
朝
文
粋
』
巻
三
・
94
）
と

本
朝
で
も
用
い
ら
れ
る
。「
穠
李
」
は
美
し
く
か
ぐ
わ
し
い
桃
李
の
花
（
の
如
き
人
）。「
穠
」

は
「
襛
」
に
同
じ
く
、
盛
ん
な
る
様
。『
毛
詩
』（
召
南
「
何
彼
襛0

矣
、
華
如
二
桃
李0

一
」
な
ど

と
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
、「
繊
手
細
腰
、
受
二
之
父
母
一
、
軟
雲
穠
李
0

0

、
備
二
于
髪
膚
一
」（「
賦

三
春
娃
無
二
気
力
一
詩
序
」『
菅
家
文
草
』
巻
二
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・
236
）
と
用
い
ら
れ
て
い

る
。
白
詩
で
「
穠
姿
0

0

貴
彩
信
奇
絶
、
雑
卉
乱
花
無
二

比
方
一

」（「
牡
丹
芳
」『
白
氏
文
集
』
巻

四
）
と
詠
む
含
意
と
か
わ
ら
な
い
。「
青
闈
」
は
東
宮
の
居
処
。
白
詩
に
も
よ
く
見
え
る
「
青

宮
」（『
初
学
記
』
巻
一
〇
・
皇
太
子
参
照
）
に
同
じ
。「
方
今
講
芸
之
場
者
、
是
外
祖
大
相
国

之
旧
居
也
。
昔
為
二
黄
閣
一
、
今
為
二
青0

闈0

一
」（
大
江
匡
衡
「
冬
日
陪
二
東
宮
一
聴
三
第
一
皇
孫
初 

読
二
御
注
孝
経
一
詩
序
」『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・
258
）
と
見
え
て
い
る
。

頸
・
尾
聯
は
、
大
納
言
が
自
邸
の
寝
殿
の
東
面
（
宮
の
御
方
の
居
処
）
の
軒
光
に
か
ぐ
わ
し
く

咲
く
紅
梅
を
、
若
宮
を
通
し
て
匂
宮
に
届
け
さ
せ
る
場
面
、

こ
の
東
の
つ
ま
に
、
軒
近
き
紅
梅
の
い
と
お
も
し
ろ
く
匂
ひ
た
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
た
ま
ひ
て
、「
御
前

の
花
、
心
ば
へ
あ
り
て
見
ゆ
め
り
。
兵
部
卿
宮
内
裏
に
お
は
す
な
り
。
一
枝
折
り
て
ま
ゐ

れ
。
知
る
人
ぞ
知
る
」
…
…
つ
い
で
の
忍
び
が
た
き
に
や
、
花
折
ら
せ
て
、
急
ぎ
参
ら
せ
た

ま
ふ
。「
い
か
が
は
せ
ん
。
昔
の
恋
し
き
御
形
見
に
は
こ
の
宮
ば
か
り
こ
そ
は
。
仏
の
隠
れ

0

0

0

0

た
ま
ひ
け
む
御
な
ご
り
に
は
、
阿
難
が
光
放
ち
け
ん
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
二
た
び
出
で
た
ま
へ
る
か
と
疑
ふ

さ
か
し
き
聖
の
あ
り
け
る
を
。
闇
に
ま
ど
ふ
は
る
け
所
に
、
聞
こ
え
を
か
さ
む
か
し
」
と

て
、

　
　

心
あ
り
て
風
の
に
ほ
は
す
園
の
梅

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ま
づ
鶯
の
と
は
ず
や
あ
る
べ
き

と
紅
の
紙
に

0

0

0

0

若
や
ぎ
書
き
て

0

0

0

、
こ
の
君
（
大
夫
の
君
）
の
懐
紙
に
と
り
ま
ぜ
、
押
し
た
た
み

同志社女子大学　学術研究年報　第 67 巻　2016年122　（ 11 ）



て
出
だ
し
た
て
た
ま
ふ
を
…
…
。

（
⑤
47
頁
14
行
～
49
頁
５
行
）

と
あ
る
件く
だ
りが
背
景
と
言
え
よ
う
。「
梅
」
に
娘
の
中
の
君
、「
鶯
」
に
匂
宮
を
擬
し
、
詩
中
の
「
竹

園
」
は
物
語
本
文
中
に
は
見
え
な
い
が
、
宮
の
御
方
を
暗
示
す
る
。
勿
論
梅
に
鶯
と
い
う
の
が

定
番
だ
が
、「
御
苑
生
の
竹
の
林

0

0

0

に
鶯0

は
し
ば
鳴
き
に
し
を
雪
は
降
り
つ
つ
」（『
万
葉
集
』

4310
大

伴
家
持
）「
竹
近
く

0

0

0

夜
床
寝
は
せ
じ
鶯0

の
鳴
く
声
聞
け
ば
朝あ
さ

寝い

せ
ら
れ
ず
」（『
後
撰
集
』
48
藤
原

伊
衡
）
等
の
如
く
竹
に
鶯
も
あ
り
、
後
に
「
竹
近
聞
鶯
」「
竹
中
鶯
」「
竹
籬
聞
鶯
」「
竹
林
鶯
」

「
隣
家
竹
鶯
」
の
歌
題
も
見
え
て
お
り
（
瞿
麦
会
編
『
平
安
和
歌
歌
題
索
引
』
一
九
八
六
年
）、
本

詩
の
よ
う
な
表
現
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鶯
（
匂
宮
）
が
訪
れ
る
の
は
梅
（
中
の
君
）
の

は
ず
で
あ
っ
た
が
、
竹
（
宮
の
御
方
）
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
含
意
で
、
詩
作
者

は
「
竹
園
」
を
用
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
実
は
『
河
海
抄
』（
紅
梅
）
に
引
か
れ
る
「
春
風
北

戸
千
茎
竹0

、
暁
日
東
簷
0

0

一
樹
花
」（
白
居
易
「
北
亭
招
客
」『
千
載
佳
句
』
巻
上
・
春
興
35
。
那

波
本
『
白
氏
文
集
』
巻
一
六
の
本
文
で
は
「
暁
」
を
「
晩
」
に
、「
簷
」
を
「
園
」
に
作
る
）

の
句
も
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
注
に
よ
り
「
竹
園
」
に
作
っ
た
か
と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
は
な

い
。
確
か
に
下
の
句
も
「
こ
の
東
の
つ
ま
に
軒
近
き
紅
梅

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
頗
る
近
似
し
、「
竹
」
と
「
花
」

の
対
語
も
似
て
い
る
が
、
こ
の
白
詩
句
は
鶯
と
は
全
く
関
わ
り
な
い
。
従
っ
て
先
の
白
詩
の
み

で
本
詩
の
よ
う
な
表
現
に
な
る
の
は
や
や
苦
し
い
よ
う
に
思
う
。
恐
ら
く
先
の
和
歌
の
先
例
も

詩
作
者
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
風
牽
」
は
風
が
導
く
、
ひ
き
こ
む
、
招
く

と
い
う
意
で
、「
月
低
二
儀
仗
一
辞
二
蘭
路
一
、
風
引

0

0

二
笳
簫
一
入
二
柏
城
一
」（「
開
成
大
行
皇
帝
挽

歌
詞
四
首
」
其
四
『
白
氏
文
集
』
巻
六
八
）「
薬
治
二
沈
痛
一
纔
旬
日
、
風
引
0

0

二
遊
魂
一
是
九
泉
」

（「
夢
二
阿
満
一
」『
菅
家
文
草
』
巻
二
）
と
あ
る
に
同
じ
。
こ
こ
は
平
仄
の
関
係
で
「
牽
」（
平
声
。

「
引
」
は
仄
声
）
を
用
い
た
。「
梅
艶
」
は
梅
花
の
芳
し
く
美
し
い
様
子
。「
望
三
鶴
晴
飛
二
千
万 

里
一
、
思
三
梅
艶
0

0

発
二
九
重
門
一
」（「
聞
下
群
臣
侍
二
内
宴
一
賦
中
花
鳥
共
逢
上
レ
春
…
…
」『
菅
家
文

草
』
巻
四
）「
梅
艶
0

0

先
レ
春
紅
始
綻
、
竹0

叢
凌
レ
雪
緑
猶
深
」（
藤
原
茂
明
「
冬
日
即
事
」『
本
朝
無

題
詩
』
巻
五
・
330
）
な
ど
と
見
え
る
。「
岐
分
両
廻
レ
首
、
書
到
一
開
レ
眉
」（「
偶
作
寄
二
朗
之
一
」

『
白
氏
文
集
』
巻
七
一
）「
一
封
書
到
0

0

二
自
京
都
一
、
満
レ
紙
公
私
読
向
レ
偶
」（「
読
二
家
書
一
有
レ
所
レ

歎
」『
菅
家
文
草
』
巻
四
）
は
「
書
到
」（
手
紙
が
届
く
、
便
り
が
や
っ
て
く
る
）
の
例
。「
野
日

初
晴
麦
隴
分
、
竹
園
0

0

村
巷
鹿
成
レ
群
」（
盧
綸
「
早
春
帰
二

厔
一
寄
二
耿
湋
李
端
一
」）「
還
似
漢
皇

連
句
宴
、
竹
園
0

0

槐
府
率
二
群
臣
一
」（「
賦
二
所
レ
貴
是
賢
才
一
」『
江
吏
部
集
』
巻
中
）
は
「
竹
園
」

の
語
例
。

尾
聯
の
背
景
は
前
述
参
照
。「
倩
憶
」
は
よ
く
よ
く
思
う
、
想
い
起
こ
す
意
。「
倩
」
は
平
安
朝

詩
文
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
語
。「
倩
憶
0

0

他
時
携
二
片
影
一
、
豈
如
今
夜
賞
二
餘
光
一
」（
藤
原

茂
明
「
八
月
十
五
夜
翫
月
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
三
・
142
）
と
あ
る
。
六
如
上
人
『
葛
原
詩
話
』

（
巻
二
・
倩
）
は
「
倩
ノ
字
ヲ
ツ
ラ
ツ
ラ
ト
ヨ
ム
。
和
書
ニ
往
々
ア
リ
。
梁
ノ
庾
肩
吾
ガ
詠
レ
桂

ニ
、
新
叢
入
二
望
苑
一
、
旧
幹
別
二
層
城
一
、
倩
見
今
移
処
、
何
二
如
月
裡
生
一
。
同
人
歳
尽
ノ
詩
ニ
、

梅
花
応
レ
可
レ
折
、
倩
為
二
雪
中
看
一
ト
。
コ
ノ
倩
ノ
字
ツ
ラ
ツ
ラ
ト
ヨ
ム
ベ
キ
ニ
似
タ
リ
。
ツ
ラ

ツ
ラ
ハ
熟
ノ
字
ヲ
用
ユ
。
字
書
倩
ノ
字
ノ
注
ニ
熟
ノ
義
ナ
シ
。
追
考
ヲ
待
ツ
。
或
人
曰
、
倩
ノ
字

ノ
コ
ト
、
南
郭
が
遺
契
ニ
出
ヅ
ト
。
予
ガ
所
見
暗
ニ
合
セ
リ
。
肩
吾
ノ
詩
、
前
ハ
佩
文
咏
物
詩

選
、
後
ハ
王
氏
詩
教
三
ニ
戴
ス
。
蕉
中
師
ノ
曰
、
ツ
ラ
ツ
ラ
ハ
ツ
マ
ビ
ラ
カ
ノ
意
ナ
リ
。
倩
ハ
ヤ

ト
フ
ノ
字
義
ナ
レ
バ
、
借
問
ナ
ド
ノ
借
ノ
意
カ
ト
オ
モ
ハ
ル
。
倩
視
モ
試
看
ノ
義
ニ
近
カ
ル
ベ
キ

カ
。
然
シ
和
ノ
古
書
ニ
モ
、
倩
ヲ
ツ
ラ
ツ
ラ
ト
訓
ズ
ル
多
シ
」
と
説
い
て
い
る
が
、
津
阪
東
陽

『
葛
原
詩
話
糾
謬
』（
巻
二
・
倩
）
で
は
、
謝
偃
・
上
官
昭
容
・
皇
甫
汸
ら
の
詩
の
「
倩
看
」「
倩

語
」「
倩
教
」
の
例
か
ら
「
コ
コ
ロ
ミ
ニ
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。「
貴
種
」
は
高
貴

な
家
柄
の
生
ま
れ
。「
士
不
レ
必
二
賢
世
一
、
要
二
之
知
一
レ
道
、
女
不
レ
必
二
貴
種
0

0

一
、
要
二
之
貞
好
一
」

（『
史
記
』
外
戚
世
家
）「
王
俟
将
相
、
寧
有
レ
種0

乎
」（
同
上
、
陳
勝
世
家
）
な
ど
と
あ
り
、「
高

才
未
二
必
貴
種
0

0

一
、
貴
種
0

0

未
二
必
高
才
一
」（「
応
下
補
二
文
章
生
并
得
業
生
一
復
中
旧
例
上
事
」『
本
朝

文
粋
』
巻
二
・
64
）「
将
相
貴
種
0

0

、
宗
室
清
流
」（
菅
原
道
真
「
辞
二
右
大
臣
一
第
二
表
」
同
上
巻

五
・
119
）
な
ど
と
本
朝
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
阿
難
」
は
釈
迦
に
近
侍
し
て
十
大
弟
子
の
一

人
に
挙
げ
ら
れ
、
多
聞
第
一
と
称
さ
れ
た
。
釈
迦
が
涅
槃
に
入
っ
た
後
、
高
座
に
就
き
説
法
し
た

と
こ
ろ
、
さ
な
が
ら
釈
迦
の
如
く
で
、
光
明
を
放
っ
た
と
い
う
逸
話
（
早
く
『
河
海
抄
』
は
『
大

智
度
論
』
を
引
く
が
、『
増
一
阿
含
経
』
に
よ
る
と
の
説
も
あ
る
よ
う
だ
）
に
依
っ
て
い
る
と
さ

れ
る
。
猶
、
阿
難
に
つ
い
て
は
『
宝
林
伝
』（
巻
二
）『
祖
堂
集
』（
巻
一
）『
景
徳
伝
燈
録
』（
巻

一
）
等
に
伝
が
見
え
て
い
る
。

四
十
五　

竹
川
〈
同
二
〉

四
位
侍
従
年
十
四　

四
位
の
侍
従　

年
十
四
な
り

黃
鸝
誘
引
撫
朱
絃　

黃く
わ

鸝う
り

に
誘
引
せ
ら
れ
て　

朱
絃
を
撫ぶ

す

囲
棊
争
手
花
為
賭　

囲ゐ

棊ご

に
て
手
を
争
ひ　

花
も
て
賭
か
け
も
のと
為
す

奇
石
倚
身
苔
代
筵　

奇
石
に
身
を
倚よ

せ　

苔
も
て
筵む
し
ろに
代
え
た
り

鵷
侶
踏
歌
蘭
省
裡　

鵷
侶
の
踏
歌
は　

蘭
省
の
裡う
ち

龍
宮
拝
賀
葎
門
前　

龍
官
の
拝
賀
は　

葎
門
の
前

清
禁
月
夜
御
階
下　

清
禁
の
月
夜　

御
階
の
下

藍
水
酔
中
聞
竹
川　

藍
水
に
酔ゑ

ふ
中　

竹
川
を
聞
く

〈
七
律
。
絃
・
筵
・
前
・
川
（
下
平
声
先
韻
）〉
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巻
名
は
末
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
、
故
鬚
黒
大
臣
家
に
仕
え
て
い
た
老
女
が
、
そ
の

遺
族
（
尚
侍
玉
鬘
の
周
辺
）
の
状
況
が
一
変
し
た
様
を
語
る
こ
と
に
始
ま
る
。
父
や
光
源
氏
と

い
っ
た
後
立
て
を
失
っ
た
玉
鬘
が
二
人
の
娘
（
大
君
・
中
の
君
）
の
縁
付
き
を
思
案
し
て
い
る
と
、

冷
泉
院
や
蔵
人
少
将
（
夕
霧
と
雲
居
雁
の
息
）
か
ら
の
申
し
入
れ
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ま
た
、

彼
女
は
光
源
氏
の
形
見
と
も
言
う
べ
き
薫
に
親
し
み
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
玉
鬘
は
正
月
に
邸
を

訪
れ
た
夕
霧
に
大
君
の
件
を
相
談
。
そ
の
夕
方
に
薫
が
訪
問
し
、
そ
の
優
美
な
物
腰
に
人
々
は
心

を
奪
わ
れ
る
。
そ
の
下
旬
に
も
彼
は
来
訪
し
、
催
馬
楽
の
「
梅
が
枝
」
を
謡
い
、
促
さ
れ
和
琴
を

奏
す
る
と
、
玉
鬘
は
亡
き
兄
柏
木
の
面
影
を
見
出
す
の
で
あ
っ
た
。
三
月
桜
の
盛
り
の
頃
、
囲
碁

を
楽
し
み
く
つ
ろ
ぐ
大
君
・
中
の
君
達
を
、
蔵
人
少
将
は
覗
き
み
て
、
大
君
に
心
を
寄
せ
る
が
、

彼
女
が
冷
泉
院
に
輿
入
れ
す
る
こ
と
に
な
り
落
胆
、
魂
の
抜
け
た
よ
う
な
有
様
と
な
り
、
母
雲
居

雁
も
涙
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
大
君
に
は
薫
も
未
練
を
残
し
て
い
た
。
今
上
帝
も
院
へ
の
出
仕

に
は
御
不
満
で
、
大
君
の
兄
（
中
将
）
を
問
詰
め
て
い
る
。
彼
は
母
を
責
め
立
て
る
が
、
院
の
大

君
に
寄
せ
る
寵
愛
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
あ
り
、
遂
に
御
懐
妊
に
至
る
の
だ
っ
た
。
年
改
ま
り
、
男

踏
歌
に
、
薫
は
歌
頭
、
蔵
人
少
将
も
楽
人
に
加
え
ら
れ
る
。
冷
泉
院
で
の
披
露
で
は
、
蔵
人
少
将

は
定
番
の
「
竹
河
」
を
謡
い
、
や
が
て
参
上
し
た
薫
も
院
（
和
琴
）
や
御
息
所
（
筝
）
ら
に
琵
琶

を
合
わ
せ
奏
で
た
。
四
月
に
大
君
が
女
宮
を
生
み
、
後
に
は
今
宮
を
設
け
、
中
の
君
は
母
か
ら
尚

侍
を
譲
ら
れ
、
今
上
帝
に
入
内
す
る
。
や
が
て
大
君
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
薫
や
蔵
人
少
将
も
栄

達
し
、
各
々
中
納
言
や
参
議
と
な
る
。
薫
が
玉
鬘
の
も
と
に
挨
拶
に
参
上
す
る
と
、
彼
女
は
大
君

が
周
囲
と
の
付
合
い
に
悩
ん
で
い
る
と
語
る
。
彼
女
の
邸
の
隣
り
の
紅
梅
右
大
臣
（
故
柏
木
の
弟
。

北
の
方
は
真
木
柱
）
の
新
任
祝
い
の
大
饗
に
は
多
く
の
人
が
参
集
し
た
が
、
彼
は
匂
宮
や
薫
を
婿

に
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
玉
鬘
は
宰
相
中
将
（
蔵
人
少
将
）
の
訪
問
を
受
け
、
そ

の
華
や
か
な
姿
を
見
る
に
つ
け
、
自
分
の
子
息
の
遅
滞
が
歎
か
れ
て
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
以
下

聯
毎
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

四
位
の
侍
従
に
お
な
り
の
薫
様
は
御
年
十
四
歳
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
正
月
下
旬
玉
鬘
邸
を
訪

れ
ま
し
た
）
薫
様
は
、
ま
る
で
鶯
に
で
も
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、（
ゆ
っ
た
り
と
し
た
心
持
ち

に
な
ら
れ
、
差
出
さ
れ
た
）
和
琴
を
か
き
鳴
ら
し
な
さ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
三
月
の
桜
下
、
玉
鬘
様
の
御お

邸や
し
きで
は
大
君
・
中
の
君
の
二
人
が
）
碁
を
打
ち
興
じ
て
お
り

ま
し
て
、（
昔
か
ら
二
人
で
争
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
庭
の
）
桜
を
賭
け
物
と
し
て
競
っ
て
い

ら
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、（
大
君
様
が
院
に
参
ら
れ
た
後
、
院
を
訪
れ
た
薫
様

は
大
君
の
兄
藤
侍
従
と
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
て
、
彼
女
の
お
部
屋
近
く
で
、
藤
の
咲
き
か
か
る

五
葉
松
を
御
覧
に
な
り
）
池
の
ほ
と
り
の
石
に
身
を
お
寄
せ
に
な
り
、
苔
を
敷
物
と
い
た
し

た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
年
改
ま
り
）
殿
上
の
若
君
達
に
よ
る
男
踏
歌
が
宮
中
で
行
わ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た

（
が
、
薫
様
や
蔵
人
少
将
様
も
選
ば
れ
て
参
加
さ
れ
ま
し
た
）。（
さ
て
、
そ
れ
か
ら
歳
月
も

た
ち
、
薫
様
や
蔵
人
少
将
様
も
各
々
貴
位
に
昇
進
さ
れ
ま
し
た
が
）
中
納
言
に
お
な
り
の
薫

様
が
昇
進
御
礼
の
御
挨
拶
に
参
上
致
し
ま
し
て
、
玉
鬘
様
（
が
葎む
ぐ
らの
門か
ど

と
仰
っ
し
ゃ
る
そ
）

の
御
前
（
の
庭
）
で
再
拝
し
て
舞
踏
さ
れ
ま
し
た
（
の
は
い
か
に
も
慶
賀
に
た
え
な
い
も
の

で
ご
ざ
い
ま
し
た
）。

（
男
踏
歌
が
行
わ
れ
て
、
十
四
日
の
）
月
が
明
る
く
澄
ん
で
い
る
夜
、（
帝
の
御
前
か
ら
）

薫
様
は
冷
泉
院
（
に
移
動
し
て
、
そ
）
の
階
段
の
下も
と

に
お
寄
り
に
な
り
、
御
酒
に
酔
い
つ
つ

も
、「
竹
河
」
を
謡
わ
れ
、（
人
々
も
一
年
前
の
正
月
の
玉
鬘
邸
で
も
「
竹
河
」
を
謡
わ
れ
ま

し
た
こ
と
も
思
い
出
し
つ
つ
）
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

首
聯
第
一
句
は
、
尚
侍
玉
鬘
が
四
位
侍
従
薫
を
故
光
源
氏
の
形
見
と
思
っ
て
い
る
件く
だ
り、

六
条
院
の
御
末
に
、
朱
雀
院
の
宮
の
御
腹
に
生
ま
れ
た
ま
へ
り
し
君
、
冷
泉
院
に
御
子
の
や

う
に
思
し
か
し
づ
く
四
位
侍
従

0

0

0

0

、
そ
の
こ
ろ
十
四
五
ば
か
り

0

0

0

0

0

0

に
て
、
い
と
き
び
は
に
幼
か
る

べ
き
ほ
ど
よ
り
は
、
心
お
き
て
お
と
な
お
と
な
し
く
、
め
や
す
く
、
人
に
ま
さ
り
た
る
生
先

し
る
く
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
尚か

侍む

の
君
は
、
婿
に
て
も
見
ま
ほ
し
く
思
し
た
り
。

（
⑤
63
頁
９
～
14
行
）

を
背
景
と
す
る
。
第
二
句
は
、
正
月
「
二
十
余
日
の
こ
ろ
、
梅
の
花
盛
り
な
る
に
」（
⑤
70
頁
11

行
）、
薫
が
玉
鬘
邸
を
訪
れ
、
寝
殿
の
西
の
渡
殿
で
「
梅
が
枝
」
を
口
ず
さ
み
つ
つ
宴
に
加
わ
っ

て
ゆ
く
あ
た
り
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

内
よ
り
和
琴
さ
し
出
で
た
り
。
…
…
尚
侍
の
殿
、「
故
致
仕
の
大
臣
の
御
爪
音
に
な
む
通
ひ

た
ま
へ
る
と
聞
き
わ
た
る
を
、
ま
め
や
か
に
ゆ
か
し
く
な
ん
。
今
宵
は
、
な
ほ
鶯
に
も
誘
は

0

0

0

0

0

れ
た
ま
へ

0

0

0

0

」
と
の
た
ま
ひ
出
だ
し
た
れ
ば
、
…
…
を
さ
を
さ
心
に
も
入
ら
ず
掻
き
わ
た
し
た

ま
へ
る
け
し
き
い
と
響
き
多
く
聞
こ
ゆ
。

（
⑤
71
頁
12
行
～
72
頁
２
行
）

と
、
薫
は
玉
鬘
に
促
さ
れ
て
琴
を
奏
で
た
の
で
あ
っ
た
。「
黄
鸝
」
は
「
黄
鸝
〈
ウ
ク
ヒ
ス
〉」

（『
色
葉
字
類
抄
』）
と
訓よ

む
。「
翅
低
白
雁
飛
仍
重
、
舌
渋
黄
鸝
0

0

語
未
レ
成
」（「
南
湖
早
春
」『
白

氏
文
集
』
巻
一
七
）
他
白
詩
に
も
見
え
、「
不
レ
容
粉
妓
偸
看
取
、
応
レ
叱
黄
鸝
0

0

戯
踏
傷
」（「
早
春

侍
レ
宴
同
賦
二
殿
前
梅
一
」『
菅
家
文
草
』
巻
六
）
と
も
あ
る
。
こ
の
鶯
と
「
誘
引
」（
さ
そ
わ
れ

同志社女子大学　学術研究年報　第 67 巻　2016年120　（ 13 ）



て
）
の
つ
な
が
り
と
言
え
ば
特
に
古
注
の
類
に
依
ら
ず
と
も
、
誰
し
も
「
鶯
声
誘
引
来

0

0

0

0

0

二
花
下
0

0

一
、

草
色
拘
留
坐
二
水
辺
一
」（「
春
江
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
八
『
千
載
佳
句
』
巻
下
・
春
遊
853
『
和
漢

朗
詠
集
』
巻
上
・
鴬
67
）
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
。
か
の
句
は
早
く
大
江
千
里
『
句
題

和
歌
』（『
千
里
集
』
２
）
や
菅
原
道
真
詩
（「
詩
友
会
飲
同
賦
三
鶯
声
誘
引
来
二
花
下
一
」『
菅
原

文
草
』
巻
六
『
扶
桑
集
』
巻
一
六
）
と
い
っ
た
寛
平
期
の
詩
歌
の
句
題
に
用
い
ら
れ
た
人
口
に

膾
炙
す
る
名
句
で
あ
る
、
ま
た
、「
朱
絃
」
は
こ
こ
で
は
琴
の
こ
と
。「
同
二
朱
絃
0

0

之
清
汜
一
」（
陸

機
「
文
賦
」『
文
選
』
巻
一
七
）
の
李
善
注
に
「
礼
記
曰
、
清
廟
之
瑟
朱
絃
而
疎
越
。
…
…
鄭
玄

曰
、
朱
絃
、
練
朱
絃
也
」、
劉
良
注
に
「
文
有
三
専
尚
二
清
約
一
而
質
樸
者
、
則
如
二
大
羹
一
不
レ
和
二 

五
味
一
、
同
二
朱
絃
之
清
音
一
也
。
…
…
清
廟
之
瑟
、
朱
絃
而
声
淡
雅
」
な
ど
と
見
え
、
白
居
易

も
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、「
朱
絃
0

0

疎
越
清
廟
歌
」（「
五
絃
弾
」『
白
氏
文
集
』
巻
三
）「
玉
軫
朱
絃
0

0

瑟
々
徽
」（「
聴
レ
弾
二
湘
妃
怨
一
」
同
上
巻
一
九
）
他
よ
く
用
い
、
本
朝
で
も
「
玉
管
朱
絃
0

0

脆
也
清
、

声
々
莫
三
是
不
二
秋
声
一
」（
菅
原
文
時
「
秋
声
脆
二
管
絃
一
」『
天
徳
闘
詩
』）
と
絃
楽
器
の
意
で
使

わ
れ
て
い
る
。

頷
聯
第
三
句
は
、
三
月
の
桜
の
時
節
、
玉
鬘
邸
で
大
君
と
中
の
君
が
「
碁
打
ち
た
ま
ふ
と
て
、

さ
し
向
か
ひ
た
ま
へ
る
…
…
碁
打
ち
さ
し
て
恥
ぢ
ら
ひ
て
お
は
さ
う
ず
る
」（
⑤
76
頁
３
～
12

行
）
に
続
く
場
面
、
殊
に
訪
れ
た
兄
君
達
（
中
将
と
右
中
弁
）
が
語
ら
い
を
終
え
て
立
ち
去
っ
た

後
の
、

中
将
な
ど
立
ち
た
ま
ひ
て
後
、
君
た
ち
は
打
ち
さ
し
た
ま
へ
る
碁
打
ち
た
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

。
昔
よ
り
争
ひ

た
ま
ふ
桜
を
賭
け
物
に
て

0

0

0

0

0

0

0

、「
三
番
に
数
一
つ
勝
ち
た
ま
は
む
方
に
花
を
寄
せ
て
ん
」
と
戯
れ
か

は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。

（
⑤
79
頁
１
～
４
行
）

あ
た
り
を
念
頭
に
置
い
て
い
よ
う
。
ま
た
、
第
四
句
は
か
な
り
飛
ん
で
、
大
君
が
冷
泉
院
に
入
っ

た
後
、
未
練
を
残
す
薫
が
、
彼
女
の
部
屋
近
く
に
立
ち
や
す
ら
う
件く
だ
り、

夕
暮
の
し
め
や
か
な
る
に
、
藤
侍
従
と
連
れ
て
歩
く
に
、
か
の
御
方
の
御
前
近
く
見
や
ら
る

る
五
葉
に
藤
の
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
か
か
り
た
る
を
、
水
の
ほ
と
り
の
石
に
苔
を
蓆
に
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
が
め
ゐ
た
ま
へ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（
⑤
92
頁
９
～
11
行
）

が
背
景
に
な
っ
て
い
よ
う
。「
囲
棊
」
は
囲
碁0

と
も
。
中
国
で
は
尭
が
造
っ
た
と
も
言
わ
れ
、
古

く
か
ら
（
兵
法
と
も
絡
ん
で
）
知
的
遊
戯
と
し
て
広
く
楽
し
ま
れ
（『
芸
文
類
聚
』
巻
七
四
・

囲
棊
等
参
照
）、
本
朝
に
も
早
く
齎
さ
れ
、
釈
弁
正
は
玄
宗
在
藩
の
時
に
囲
棊
の
能
力
に
よ
り

賞
遇
さ
れ
（『
懐
風
藻
』）、『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
に
は
真
備
が
唐
人
と
対
局
す
る
様
が
描
か

れ
、
正
倉
院
に
は
本
朝
最
古
と
伝
え
る
碁
盤
も
残
り
、
平
安
時
代
に
は
貴
族
の
間
に
流
行
し
て
い

た
（
大
曽
根
章
介
「
平
安
朝
文
学
に
見
え
る
囲
碁
」『
日
本
漢
文
学
論
集
』
第
三
巻
、
汲
古
書
院
、

一
九
九
九
年
）。「
唯
共
二
嵩
陽
劉
処
士
一
、
囲0

レ
棊
賭
0

0

レ
酒
到
二
天
明
一
」（「
劉
十
九
同
宿
」『
白
氏
文

集
』
巻
一
七
）
は
参
考
例
。「
賭
」
は
か
け
て
勝
敗
を
争
う
こ
と
。「
是
小
弓
事
歟
、
懸
物
0

0

何
珍

哉
。
…
…
懸
物
0

0

銀
鞍
云
々
」（『
雲
州
消
息
』
巻
上
本
）
と
も
見
え
る
。「
争
手
」
は
碁
石
を
置
く

一
手
一
手
の
先
を
読
み
、
妙
手
を
追
求
す
る
ゲ
ー
ム
だ
か
ら
言
い
、「
晋
蔡
洪
囲
棊
賦
曰
、
命
二

班
爾
之
妙
手0

一
…
…
或
声
手0

倶
発
」「
梁
武
帝
囲
棊
賦
曰
、
今
一
棊
之
出
手0

」「
梁
沈
約
棊
品
序
曰

…
…
支
公
以
為
二
手0

談
一
、
王
生
謂
二
之
坐
隠
一
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
七
四
・
囲
棊
。
こ
の
故
事
は

『
語
林
』
や
『
世
説
』
に
も
見
え
る
）
な
ど
と
あ
る
。「
奇
石
」
は
「
崦
山
多
二
霊
草
一
、
海
浜
饒
二 

奇
石
一
」（
江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
」
其
一
七
『
文
選
』
巻
三
一
）
と
あ
り
、
見
映
え
の
す
る
珍

し
い
石
や
岩
の
こ
と
。「
倚
身
」
は
身
を
寄
せ
る
、
委
ね
る
。「
寒
蝉
幸
得
レ
免
二
泥
行
一
、
危
葉 

寄0

レ
身0

露
養
レ
生
」（「
聞
蜂
」『
菅
家
文
草
』
巻
二
）「
蝸
牛
角
上
争
二
何
事
一
、
石
火
光
中
寄0

二
此0 

0

身0

一
」（「
対
レ
酒
五
首
」
其
二
『
白
氏
文
集
』
巻
五
六
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
無
常
791
）
に
殆

ど
同
意
。

頸
聯
の
第
五
句
は
、

そ
の
年
返
り
て
、
男
踏
歌
0

0

せ
ら
れ
け
り
。
…
…
四
位
侍
従
（
薫
）、
右
の
歌
頭
な
り
。
か
の

蔵
人
少
将
、
楽
人
の
中
に
あ
り
け
り
。
十
四
日
の
月
の
は
な
や
か
に
曇
り
な
き
に
、
御
前
よ

り
出
で
て
冷
泉
院
に
参
る
。
女
御
も
、
こ
の
御
息
所
（
大
君
）
も
、
上
に
御
局
し
て
見
た
ま

ふ
。
上
達
部
、
親
王
た
ち
引
き
連
れ
て
参
り
た
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（
⑤
96
頁
６
～
12
行
）

と
あ
る
場
面
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
句
は
、
薫
や
蔵
人
少
将
が
各
々
中
納
言
、
参

議
に
昇
進
し
て
、
薫
が
玉
鬘
邸
に
挨
拶
に
訪
れ
た
条
、

こ
の
薫
中
将
は
中
納
言
に
、
三
位
の
君
は
宰
相
に
な
り
て
、
…
…
中
納
言
の
御
よ
ろ
こ
び

に
、
前
尚
侍
の
君
に
参
り
た
ま
へ
り
。
御
前
の
庭
に
て
拝
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
尚か

侍む

の

君
対
面
し
た
ま
ひ
て
、「
か
く
い
と
草
深
く
な
り
ゆ
く
葎
の
門

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
避よ

き
た
ま
は
ぬ
御
心
ば
へ

に
も
、
ま
づ
昔
の
御
こ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
な
ん
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
、
…
…

（
⑤
107
頁
10
行
～
108
頁
１
行
）
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と
見
え
る
の
が
背
景
と
な
っ
て
い
よ
う
。「
鵷
侶
」
は
宮
中
の
仲
間
達
の
意
で
、
右
の
文
中
で
云

え
ば
、
四
位
侍
従
・
蔵
人
少
将
・
上
達
部
・
親
王
達
を
指
す
こ
と
に
な
る
。「
久
別
鵷0

鸞
侶
0

0

、
深

随
二
鳥
獣
群
一
」（「
黄
石
巌
下
作
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
六
）「
羽
林
馮
翊
鵷0

鸞
侶

0

0

、
吏
部
肥
州
錦

繡
詞
」（「
冬
夜
与
二
諸
君
一
談
話
」『
江
吏
部
集
』
巻
上
）
な
ど
と
い
う
に
同
じ
。「
蘭
省
」
は
尚

書
省
（
太
政
官
）
の
こ
と
も
指
す
が
、
こ
こ
は
宮
中
と
い
う
程
の
意
。「
蘭
省
0

0

花
時
錦
帳
下
、
廬

山
雨
夜
草
庵
中
」（「
廬
山
草
堂
夜
雨
独
宿
…
…
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
七
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻

下
・
山
家
555
）
は
人
口
に
膾
炙
し
た
名
句
で
、『
枕
草
子
』（
77
段
）
に
も
引
用
さ
れ
る
。「
龍

官
」
は
宮
中
の
官
吏
。「
紀
官
〈
皇
甫
謐
帝
王
世
紀
曰
、
太
昊
苞
犠
氏
、
風
姓
、
有
二
景
龍
之 

瑞
一
、
故
以
レ
龍
紀
レ
官
〉」（『
初
学
記
』
巻
三
〇
・
龍
）「
龍
師
〈
伝
郯
子
曰
、
昔
太
皥
氏
、
以
レ

龍
紀
、
故
為
二
龍
師
一
而
龍
名
注
太
皥
伏
羲
氏
有
二
龍
瑞
一
、
故
以
レ
龍
紀
レ
事
為
レ
官
〉」
な
ど
と
見

え
る
（
他
に
『
千
字
文
』
の
「
龍
師
火
帝
」
注
参
照
）
他
、「
庭
闕
奉
二
晨
趨
一
」（
李
嶠
「
龍
」）

の
注
に
「
一
本
、
西
京
有
二
蒼
龍
闕

0

0

0

一
、
毎
レ
旦
諸
臣
趨
二
闕
下
一
、
乃
入
レ
朝
也
」
と
あ
る
こ
と
な

ど
も
想
起
さ
れ
る
。「
拝
賀
」
は
拝
礼
し
喜
び
の
思
い
を
申
し
上
げ
る
意
で
、「
百
寮
及
新
羅
朝
貢

使
拝
賀
0

0

」（『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
正
月
一
日
条
）
と
見
え
る
。

尾
聯
は
第
五
句
の
冷
泉
院
で
の
男
踏
歌
の
場
面
と
一
部
重
な
る
が
、
次
の
条
を
背
景
と
し
て
い

よ
う
。十

四
日
の
月
の
は
な
や
か
に

0

0

0

0

0

0

0

曇
り
な
き
に
、
御
前
よ
り
出
で
て
冷
泉
院
に
参
る
。
…
…
蔵
人

少
将
は
、
見
た
ま
ふ
ら
ん
か
し
と
思
ひ
や
り
て
静
心
な
し
。
…
…
竹
河
う
た
ひ
て
御
階
の
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
に
踏
み
寄
る

0

0

0

0

0

0

ほ
ど
、
過
ぎ
に
し
夜
の
は
か
な
か
り
し
遊
び
も
思
ひ
出
で
ら
れ
け
れ
ば
、
ひ

が
事
も
し
つ
べ
く
て
涙
ぐ
み
け
り
。
后
の
宮
の
御
方
に
参
れ
ば
、
上
も
そ
な
た
に
渡
ら
せ
た

ま
ひ
て
御
覧
ず
。
月
は
夜
深
う
な
る
ま
ま
に
昼
よ
り
も
は
し
た
な
う
澄
み
の
ぼ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
、
い
か

に
見
た
ま
ふ
ら
ん
と
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
踏
む
そ
ら
も
な
う
た
だ
よ
ひ
歩
き
て
、
盃
も
、
さ

0

0

0

し
て
0

0

一
人
を
の
み
咎
め
ら
る
る
は
面
目
な
く
な
ん
。

（
⑤
96
頁
10
行
～
97
頁
９
行
）

な
ど
と
あ
り
、
更
に
薫
は
渡
殿
の
戸
口
で
、
女
房
に
、

一
夜
の
月
影
は
は
し
た
な
か
り
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
ざ
か
な
。
蔵
人
少
将
の
月
の
光
に
か
か
や
き
た
り
し
け

し
き
も
、
桂
の
か
げ
に
恥
づ
る
に
は
あ
ら
ず
や
あ
り
け
ん
。
雲
の
上
近
く
て
は
、
さ
し
も
見

え
ざ
り
き
。

（
⑤
98
頁
４
～
７
行
）

と
語
り
、「
竹
河
」
を
詠
込
ん
だ
歌
の
贈
答
を
す
る
場
面
な
ど
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。「
清
禁
」
は
「
穆
々
清
禁
0

0

、
済
々
群
英
」（
傅
咸
「
申
懐
賦
」『
芸
文
類
聚
』
巻
二
六
・

言
志
）
と
あ
り
、
す
み
わ
た
っ
た
禁
中
で
、
宮
中
を
指
す
。「
藍
水
」
は
陜
西
省
の
藍
田
谷
よ
り

流
れ
る
川
で
、
中
国
古
典
詩
に
は
ま
ま
見
え
る
が
、
平
安
朝
漢
詩
の
世
界
で
は
、「
戸
牖
梨
花
松

葉
裏
、
郷
国
藍
水
0

0

玉
山
程
」（
具
平
親
王
「
唯
以
レ
酒
為
レ
家
」『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
）
以
後
見
え

る
す
べ
て
の
例
は
「
藍
水
ハ
酒
ナ
リ
」（『
文
鳳
抄
』
巻
六
・
酒
）
の
意
で
あ
り
、
本
詩
の
用
法
も

そ
の
独
自
な
表
現
の
系
譜
を
継
承
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。

（
続
）
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